
倫
理
的
主
体
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を
め
ぐ
っ
て

ー
ー
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
ナ
ベ
ー
ル
ー

杉
村
靖
彦

　
本
論
考
は
、
今
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
二
人
の
哲
学
者
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
ナ
ベ
ー
ル
の
思
想
を
突
き
合
わ
せ
て
論
じ
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

こ
の
試
み
は
、
〈
倫
理
的
主
体
性
〉
に
定
位
し
て
展
開
す
る
思
索
が
現
代
の
哲
学
に
お
い
て
も
ち
う
る
射
程
を
測
り
た
い
と
い
う
関
心
に

よ
っ
て
方
向
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
ナ
ベ
ー
ル
と
い
う
こ
の
組
み
合
せ
ば
、
お
そ
ら
く
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問
を
引
き
起
こ
す
で
あ
ろ
う
。
　
方
が
晩
年
に
急
激

に
名
声
を
得
、
今
世
紀
最
大
の
思
想
家
の
一
人
と
目
さ
れ
る
人
物
で
あ
る
の
に
対
し
、
他
方
は
フ
ラ
ン
ス
で
さ
え
名
が
口
に
さ
れ
る
こ
と

の
稀
な
、
無
名
の
思
想
家
で
あ
る
。
思
想
の
内
容
に
立
ち
入
る
な
ら
ぽ
、
両
者
の
乖
離
は
い
っ
そ
う
は
っ
き
り
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
が
現
代
哲
学
に
も
た
ら
し
た
衝
撃
は
、
西
洋
哲
学
の
伝
統
を
〈
同
〉
の
哲
学
と
規
定
し
て
そ
の
暴
力
性
を
告
発
し
、
〈
他
老
の

倫
理
〉
と
い
う
視
座
か
ら
〈
岡
に
対
す
る
他
の
優
位
〉
を
語
り
出
す
と
こ
ろ
に
存
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
メ
ー
ヌ
旺
ド
随
ビ
ラ
ソ

以
来
の
フ
ラ
ン
ス
哲
学
の
鞠
観
的
思
索
の
伝
統
を
引
き
継
ぎ
、
ラ
シ
ュ
リ
エ
、
ラ
ニ
ョ
i
、
ブ
ラ
ソ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ク
ら
に
代
表
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

〈
反
省
哲
学
〉
の
系
譜
に
自
ら
を
位
置
付
け
る
ナ
ベ
：
ル
の
思
想
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
言
う
〈
同
〉
の
哲
学
の
枠
を
一
歩
も
出
な
い
よ
う

に
見
え
る
。
事
実
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
主
著
『
存
在
す
る
の
と
は
他
の
仕
方
で
、
あ
る
い
は
本
質
の
彼
方
に
』
（
「
九
七
四
）
（
以
下
『
他
の
仕

方
』
と
略
記
す
る
）
で
一
度
だ
け
ナ
ベ
ー
ル
に
直
接
言
及
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
か
れ
が
批
判
す
る
哲
学
的
伝
統
に
属
す
る
考
え
の
例
と
し
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八

て
な
の
で
あ
る
（
〉
円
鼠
刈
）
。
ち
な
み
に
、
わ
れ
わ
れ
の
知
る
か
ぎ
り
で
は
、
ナ
ベ
ー
ル
が
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
言
及
し
た
こ
と
は
一
度
も
な

い
。　

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
、
表
面
的
な
特
徴
付
け
を
超
え
て
そ
の
内
部
に
分
け
入
る
な
ら
ぽ
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
ナ
ベ
ー
ル
の
思
想
が
根
幹

に
お
い
て
触
れ
合
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
こ
の
点
に
着
目
し
て
解
萌
を
試
み
た
、
最
初
の
そ
し
て
い

ま
の
と
こ
ろ
唯
｝
の
研
究
と
し
て
、
リ
ク
ー
ル
の
論
文
「
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
ー
証
言
の
思
想
家
」
（
　
九
八
九
）
に
注
意
を

　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

向
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ナ
ベ
ー
ル
を
「
わ
た
し
の
師
」
と
呼
ん
で
敬
愛
す
る
リ
ク
ー
ル
に
と
っ
て
、
そ
の
思
想
は
か
れ
自
身
の
哲
学
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

重
要
な
源
泉
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
現
代
の
哲
学
に
お
い
て
第
一
級
の
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
て
リ
ク
ー
ル
は
こ

の
不
当
に
無
視
さ
れ
た
思
想
を
世
に
知
ら
し
め
る
べ
く
尽
力
し
て
き
た
が
、
こ
の
論
文
も
そ
の
活
動
の
一
端
で
あ
る
と
言
え
る
。
論
文
は
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
、
ナ
ベ
！
ル
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
思
想
を
「
証
言
の
哲
学
」
と
し
て
捉
え
た
う
え
で
、
〈
高
さ
〉
と
く
外
部
性
〉
を
鍵
語
に

三
巻
の
共
通
性
と
相
違
を
測
ろ
う
と
す
る
。
だ
が
、
ナ
ベ
！
ル
を
三
老
の
中
間
に
置
き
な
が
ら
も
「
ナ
ベ
ー
ル
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
よ
り
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

な
お
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
近
く
に
と
ど
ま
る
よ
う
に
見
え
る
」
と
言
う
リ
ク
ー
ル
の
議
論
は
、
と
く
に
ナ
ベ
ー
ル
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
比
較
に
力

点
を
置
く
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
本
論
考
が
こ
の
先
駆
的
研
究
に
き
わ
め
て
多
く
の
も
の
を
負
っ
て
お
り
、
そ
れ
な
し
に
は
発
想
さ
れ
え

な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
最
初
に
告
白
し
て
お
か
ね
ぽ
な
る
ま
い
。

　
と
は
い
え
、
こ
れ
か
ら
わ
れ
わ
れ
が
取
り
組
む
の
は
り
ク
ー
ル
の
仕
事
の
た
ん
な
る
反
復
で
は
な
い
。
リ
ク
！
ル
は
論
文
の
最
後
で
つ

ぎ
の
よ
う
に
問
い
掛
け
て
い
る
。
「
だ
が
、
読
者
が
ナ
ベ
ー
ル
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
友
と
し
て
、
自
己
の
証
し
と
絶
対
的
な
も
の
の
栄
光
が
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5
）

等
根
源
的
で
あ
る
よ
う
な
哲
学
の
轍
を
掘
り
進
め
る
こ
と
は
、
禁
じ
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
」
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
問
い
掛
け
を
あ

く
ま
で
真
剣
に
受
け
止
め
、
〈
ナ
ベ
ー
ル
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
を
友
と
す
る
〉
思
索
の
特
性
と
意
義
を
そ
の
根
か
ら
把
握
す
る
こ
と
を
葭
指
そ

う
と
思
う
。
は
た
し
て
こ
の
作
業
は
、
〈
自
己
の
証
し
と
絶
対
的
な
も
の
の
栄
光
が
等
根
源
的
で
あ
る
よ
う
な
哲
学
〉
と
い
う
、
リ
ク
ー

ル
の
問
い
が
あ
ら
か
じ
め
設
定
す
る
枠
内
に
収
ま
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
点
も
ま
た
あ
ら
た
め
て
問
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
。



　
さ
て
、
〈
ナ
ベ
ー
ル
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
を
友
と
す
る
〉
思
索
を
特
徴
づ
け
る
に
あ
た
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
】
つ
の
見
通
し
を
も
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
こ
の
思
索
が
〈
倫
理
的
主
体
性
〉
と
い
う
問
題
と
特
権
的
に
結
び
付
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
冤
通
し
で
あ
る
。
た
だ
し
、
〈
倫

理
〉
と
く
主
体
性
〉
の
国
語
を
き
わ
め
て
独
自
か
つ
根
源
的
な
意
味
で
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
ナ
ベ
ー
ル
は
と
も

に
〈
倫
理
〉
に
つ
い
て
考
え
抜
い
た
思
想
家
で
あ
る
が
、
か
れ
ら
は
た
ん
に
哲
学
の
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
う
ち
で
と
く
に
倫
理
に
関
心
を

向
け
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
倫
理
を
哲
学
の
一
分
肢
と
し
て
で
は
な
く
哲
学
そ
の
も
の
の
源
泉
と
し
て
考
え
る
こ
と
、
そ
の
点
に
こ
の

二
人
遅
思
想
を
結
び
つ
け
る
も
っ
と
も
強
力
な
靱
帯
が
あ
る
と
い
う
の
が
わ
れ
わ
れ
の
見
か
た
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
徹
底
化

さ
れ
た
倫
理
の
問
い
は
、
〈
主
体
性
〉
の
聞
題
に
新
た
な
境
地
を
開
か
ず
に
は
い
な
い
。
哲
学
の
源
泉
に
倫
理
を
置
く
と
い
う
こ
と
は
そ

こ
に
く
主
体
性
〉
を
置
く
こ
と
と
不
可
分
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
認
識
論
的
主
観
を
範
型
と
す
る
】
切
の
考
察
を
批
判
に
曝
し
、

そ
れ
と
は
別
の
道
を
切
り
開
く
の
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
の
点
で
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
ナ
ベ
ー
ル
は
軌
を
一
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
重
要
で
あ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
た
主
体
が
、
〈
墨
縄
〉
と
の
関
わ
り
を
抜
き
去
る
こ
と
の
不
可
能
を
自
ら
の
固
有
性

と
す
る
も
の
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
た
ん
に
他
者
性
が
主
体
性
よ
り
も
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
他
者
の
他
者
性
の
強
調
は

倫
理
的
主
体
性
の
先
鋭
化
と
表
裏
一
体
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
い
う
洞
察
が
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
ナ
ベ
ー
ル
の
思
索
が
交
差
す
る
地
点
で

あ
る
と
わ
れ
わ
れ
は
兇
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
に
述
べ
た
立
場
に
基
づ
い
て
、
本
論
考
の
議
論
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
順
序
で
進
む
。
第
一
節
で
は
、
〈
倫
理
的
主
体
性
〉
が
レ
ヴ
ィ

ナ
ス
と
ナ
ベ
ー
ル
の
思
索
を
養
う
共
通
の
土
壌
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、
二
人
が
繰
り
広
げ
る
省
察
を
取
り
上
げ
な
が
ら
示
し
た
い
。
第

二
節
で
は
、
倫
理
的
主
体
性
と
他
者
の
他
者
性
と
の
独
特
の
関
わ
り
に
冒
を
向
け
、
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
ナ
ベ
ー
ル
の
思
索

が
交
差
す
る
さ
ま
を
、
各
々
の
思
索
の
歩
み
を
辿
り
そ
の
根
本
動
性
を
浮
き
彫
り
に
し
つ
つ
捉
え
た
い
。
第
三
節
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
論

述
を
背
景
に
し
て
浮
か
び
上
が
る
い
く
つ
か
の
間
題
に
、
倫
理
的
主
体
性
の
思
想
が
現
代
の
哲
学
に
お
い
て
も
ち
う
る
意
義
と
い
う
こ
と

を
意
識
し
つ
つ
配
視
し
て
お
き
た
い
。
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っ
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三
〇

第
一
節
　
哲
学
的
問
い
の
源
泉
と
し
て
の
倫
理

　
一
切
の
原
理
を
探
究
し
そ
こ
か
ら
全
て
を
説
朗
し
ょ
う
と
い
う
の
が
哲
学
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
哲
学
自
体
は
ど
こ
か
ら
始
ま
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
は
哲
学
の
時
代
史
的
な
起
源
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
哲
学
的
問
い
の
源
泉
、
い
わ
ば
〈
問
い
の
な

か
の
問
い
〉
へ
と
遡
行
し
よ
う
と
す
る
思
索
の
努
力
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
の
哲
学
の
始
ま
り
を
、
プ
ラ
ト
ン
は
〈
驚

き
〉
に
、
デ
カ
ル
ト
は
〈
疑
い
〉
に
見
た
。
そ
の
よ
う
な
思
索
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
〈
第
一
哲
学
〉
と
呼
ば
れ
る
事
態
に
も
関
わ

る
で
あ
ろ
う
。

　
わ
れ
わ
れ
の
考
え
で
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
ナ
ベ
ー
ル
は
、
哲
学
的
問
い
の
源
泉
を
〈
倫
理
〉
に
見
る
と
い
う
か
っ
て
例
の
な
い
道
を
切

り
開
い
た
哲
学
者
で
あ
る
。
そ
う
し
て
か
れ
ら
は
倫
理
と
い
う
語
が
も
つ
意
味
を
徹
底
的
に
変
容
し
深
化
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
こ
の
道
を
い
か
に
自
覚
的
に
選
び
取
っ
た
か
は
、
『
全
体
性
と
無
限
臨
（
一
九
六
一
）
の
「
結
論
」
に
お
け
る
つ
ぎ
の
一

二
か
ら
朗
ら
か
で
あ
る
。
「
道
徳
（
こ
の
文
脈
で
は
倫
理
と
電
撃
さ
れ
て
い
る
ー
ー
筆
者
註
）
は
哲
学
の
一
分
肢
で
は
な
く
第
一
哲
学
で
あ
る
」

（
8
H
卜
⊃
◎
Q
一
）
。
実
際
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
哲
学
の
全
貌
を
は
じ
め
て
顕
わ
に
し
た
こ
の
著
作
は
、
〈
第
一
哲
学
〉
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
西
洋
哲
学
の
全
体

に
射
疑
し
よ
う
と
い
う
企
て
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
他
者
と
の
〈
鮒
－
面
〉
貯
＄
戯
・
診
8
に
お
け
る
無
限
責
任
の
主
体
の
生
起
と
い
う

倫
理
的
状
況
が
、
た
ん
に
心
理
的
な
次
元
の
事
柄
と
し
て
で
は
な
く
、
か
れ
が
一
括
り
に
く
同
〉
の
哲
学
と
呼
ぶ
西
洋
哲
学
の
支
配
的

傾
向
に
よ
っ
て
隠
蔽
さ
れ
忘
却
さ
れ
て
き
た
原
事
態
と
し
て
語
り
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
第
一
哲
学
と
い
う
語
さ
え
も
こ
の
原

事
態
を
指
し
示
す
に
は
不
適
当
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
く
哲
学
〉
と
し
て
把
握
さ
れ
る
や
い
な
や
変
質
し
て
し
ま
う
、
一
切
の
哲
学
的

言
説
の
〈
手
ま
え
の
〉
問
い
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
『
他
の
仕
方
』
で
は
、
同
じ
事
柄
が
〈
八
丁
始
原
〉
雪
・
碧
。
三
①

〈
隔
－
時
性
〉
＆
？
。
訂
。
巳
。
な
ど
と
言
い
表
わ
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
哲
学
が
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
起
源
の
探
究
で
あ
る
と
す
れ
ぽ
、
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
の
言
う
倫
理
は
〈
起
源
一
以
前
の
も
の
〉
上
質
ひ
6
ユ
α
q
ぎ
9
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。



　
ナ
ベ
ー
ル
の
論
述
ス
タ
イ
ル
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
比
べ
て
控
え
め
で
あ
り
、
〈
第
一
哲
学
と
は
倫
理
で
あ
る
〉
と
い
っ
た
主
張
を
正
面
か

ら
言
い
た
て
る
こ
と
は
な
い
。
だ
が
、
か
れ
の
諸
著
作
を
検
討
し
そ
れ
ら
を
貫
き
支
え
る
立
場
を
取
り
出
そ
う
と
す
る
な
ら
ぽ
、
そ
れ
に

相
当
す
る
見
解
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
ナ
ベ
ー
ル
の
全
仕
事
は
〈
反
省
哲
学
〉
の
西
域
で
な
さ
れ
て
い
る
。
真
の
意

味
で
の
反
省
の
探
究
が
か
れ
の
思
索
の
根
本
動
機
で
あ
る
と
言
え
る
。
　
｝
見
〈
狭
く
〉
設
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
の
思
索
は
、

し
か
し
な
が
ら
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
場
合
と
同
様
哲
学
全
体
を
問
い
直
そ
う
と
い
う
構
え
を
も
つ
。
ナ
ベ
ー
ル
は
、
「
か
つ
て
い
く
ら
か
の
程

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

度
反
省
的
で
な
か
っ
た
よ
う
な
哲
学
は
な
い
」
と
言
っ
て
反
省
哲
学
を
哲
学
自
体
と
等
奇
し
た
う
え
で
、
反
省
を
可
能
に
す
る
原
初
の

「
精
神
的
は
た
ら
き
」
「
純
粋
意
識
」
「
根
源
的
肯
定
」
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
れ
ま
で
の
哲
学
の
不
徹
底
を
告
発
す
る
の

で
あ
る
。
『
自
由
の
内
的
経
験
』
（
一
九
二
四
）
で
は
、
こ
の
告
発
は
、
従
来
の
哲
学
の
大
半
が
〈
自
由
〉
を
「
意
識
の
証
言
」
に
よ
ら
ず

実
在
お
よ
び
そ
の
認
識
と
い
う
く
真
理
V
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
捉
え
て
お
り
、
そ
の
結
果
「
主
体
の
内
的
原
因
性
を
証
す
る
は
た
ら

き
」
を
取
り
逃
が
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
と
結
び
つ
い
て
い
る
（
商
い
ω
一
0
）
。
そ
し
て
『
倫
理
の
た
め
の
要
綱
』
（
一
九
四
三
）
で
は
、
こ
の

主
体
の
内
的
は
た
ら
き
へ
と
還
帰
し
そ
こ
か
ら
あ
ら
た
め
て
哲
学
を
遂
行
す
る
う
え
で
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
道
が
、
〈
倫
理
〉
と
総
称
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
ナ
ベ
ー
ル
は
は
じ
め
か
ら
哲
学
の
全
て
の
営
み
を
倫
理
に
収
束
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
「
反
省

に
は
さ
ま
ざ
ま
な
源
が
あ
る
」
（
国
潤
α
Q
◎
）
の
で
あ
り
真
理
や
美
の
領
域
に
も
各
々
に
固
有
な
反
省
活
動
が
存
す
る
こ
と
を
認
め
る
。
し
か

し
、
か
れ
は
「
実
存
と
行
為
の
諸
価
値
が
も
つ
唯
一
無
比
の
意
義
」
（
朔
国
一
〇
N
）
を
強
調
し
て
、
そ
の
よ
う
な
価
値
と
結
び
つ
く
倫
理
に
お

い
て
の
み
〈
根
源
的
肯
定
〉
に
立
ち
返
ら
せ
る
真
の
意
味
で
の
反
省
が
あ
り
う
る
と
主
張
す
る
。
「
た
だ
行
為
の
諸
価
値
の
み
が
、
意
識

を
強
い
て
、
反
省
に
お
い
て
（
中
略
）
純
粋
自
己
意
識
の
根
源
的
肯
定
に
到
達
さ
せ
る
」
（
国
国
δ
O
）
の
で
あ
る
。
遺
稿
集
『
神
の
欲
望
』

を
緒
け
ば
、
こ
の
主
張
を
透
徹
さ
せ
た
発
言
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
、
哲
学
的
意
識
は
「
そ
の
表
現
の
も
っ
と
も
広
い
意

味
で
の
倫
理
」
「
そ
の
根
源
的
基
礎
に
お
け
る
倫
理
」
（
⇔
α
∪
ミ
心
）
と
同
一
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
ナ
ベ
；
ル
に
お
い
て
、
な
ぜ
倫
理
が
こ
の
よ
う
な
地
位
を
占
め
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
倫
理
が
間
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理
的
主
体
性
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っ
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三
｝



　
　
　
　
哲
学
研
究
　
　
第
五
百
六
十
五
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
二

い
の
な
か
の
問
い
で
あ
り
哲
学
の
源
泉
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
い
っ
た
い
い
か
な
る
事
態
で
あ
ろ
う
か
。

　
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
も
ナ
ベ
ー
ル
も
従
来
の
哲
学
全
体
に
対
峙
す
る
よ
う
な
か
た
ち
で
倫
理
を
も
ち
出
し
て
く
る
と
述
べ
た
が
、
注
目
す
べ
き

は
、
従
来
の
哲
学
へ
と
向
け
る
か
れ
ら
の
批
判
が
そ
の
本
質
的
な
点
で
共
通
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
二
人
の
思
想
は
、
い
わ
ぽ

そ
の
敵
を
同
じ
く
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
リ
ク
ー
ル
が
両
者
の
重
な
り
合
う
点
を
正
当
に
も
「
倫
理
に
よ
る
存
在
論
か
ら
の
断
絶
」
に
見

　
　
（
7
）

て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
敵
を
さ
し
あ
た
っ
て
〈
存
在
論
〉
と
し
て
同
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
〈
第
一
哲
学
〉
と
の
密
接
な
連
関
の
も

と
で
〈
存
在
そ
の
も
の
の
学
〉
を
提
出
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
始
ま
り
今
世
紀
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
至
る
ま
で
、
存
在
論
は
西
洋
哲
学

を
根
本
か
ら
規
定
し
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
全
て
の
哲
学
者
が
表
立
っ
て
存
在
論
を
哲
学
の
根
本
文
題
と
し
て
掲
げ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い

が
、
か
れ
ら
が
従
事
す
る
〈
真
理
の
探
究
〉
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
存
在
論
を
前
提
し
そ
の
枠
内
で
な
さ
れ
て
き
た
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
ナ

ベ
ー
ル
は
そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
存
在
論
の
枠
を
言
い
表
す
た
め
に
、
か
れ
ら
は
共
通
し
て
〈
参
与
〉
冨
三
9
冨
ぎ
⇒
と

い
う
語
を
用
い
て
い
る
。
主
観
は
そ
れ
を
在
ら
し
め
る
優
れ
た
意
味
で
の
存
在
に
与
る
こ
と
で
己
れ
の
位
置
を
得
、
た
ん
に
〈
主
観
的
〉

な
状
態
を
脱
し
て
〈
真
理
〉
の
認
識
へ
と
踏
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
思
索
の
構
え
ば
十
分
根
源
的
で
は
な
か
ろ
う
か
。
〈
な
ぜ
有
る
も
の
が
有
る
の
で
あ
っ
て
無
で
は
な
い
の
か
〉
が

哲
学
の
第
一
の
問
い
に
な
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
ナ
ベ
ー
ル
の
思
索
は
、
存
在
の
問
い
に
よ
っ
て

隠
蔽
さ
れ
忘
却
さ
れ
る
も
う
一
つ
の
問
い
を
嗅
ぎ
当
て
、
そ
れ
を
掘
り
起
こ
そ
う
と
執
拗
に
試
み
る
。
そ
れ
は
く
主
体
性
〉
と
い
う
名
の

問
い
、
よ
り
詳
し
く
言
え
ば
わ
た
し
が
わ
た
し
を
〈
審
問
〉
す
る
こ
と
そ
の
も
の
が
主
体
性
の
基
本
的
な
構
成
に
な
る
と
い
う
事
態
で
あ

る
。
い
か
に
根
源
的
な
問
い
を
捉
え
た
と
思
っ
て
も
、
そ
れ
を
問
う
者
自
体
が
問
い
に
付
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
問
い
の
根
源
性
は
失
わ

れ
て
し
ま
う
。
自
己
審
問
と
し
て
の
主
体
性
は
、
そ
の
意
味
で
、
哲
学
が
独
断
に
陥
る
こ
と
を
防
ぎ
そ
の
徹
底
的
な
〈
批
判
性
〉
を
保
持

す
る
た
め
の
原
点
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
ナ
ベ
ー
ル
に
と
っ
て
、
問
う
者
が
自
己
に
対
し
て
も
っ
と
も
深
い
意
味
で
批

判
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
状
況
が
〈
倫
理
〉
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
主
体
は
基
本
的
に
〈
罪
責
性
。
巳
冨
ぴ
ヨ
容
〉
と
い
う
す
が
た



　
　
　
　
　
　
（
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を
取
る
こ
と
に
な
る
。

　
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
思
索
に
お
い
て
こ
の
点
を
よ
く
示
す
も
の
と
し
て
、
『
全
体
性
と
無
限
』
第
一
部
中
の
真
理
と
正
義
を
め
ぐ
る
省
察
を

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
こ
で
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
「
真
理
が
生
起
す
る
場
で
あ
る
理
論
と
は
自
己
自
身
に
不
信
の
目
を
向
け
る
者
の

態
度
で
あ
る
」
（
目
課
）
と
い
う
見
地
か
ら
、
真
理
を
可
能
に
す
る
〈
自
己
批
判
〉
の
様
態
を
探
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
さ
い
自
己
批
判

の
二
つ
の
か
た
ち
が
対
比
さ
れ
る
。
一
つ
は
「
挫
折
の
意
識
」
、
も
う
一
つ
は
「
罪
責
性
の
意
識
」
で
あ
る
（
↓
困
㎝
α
）
。
前
者
は
自
由
な
主

体
が
さ
ま
ざ
ま
な
〈
必
然
性
〉
に
直
面
し
て
自
ら
の
限
界
を
知
る
と
こ
ろ
が
ら
生
じ
る
自
己
批
判
の
か
た
ち
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
考

え
で
は
、
西
洋
思
想
に
お
い
て
知
や
理
論
の
出
発
点
に
な
る
の
は
も
つ
ぼ
ら
こ
の
よ
う
な
事
態
で
あ
る
。
挫
折
を
通
し
て
自
ら
の
限
界
を

知
っ
た
わ
た
し
は
、
世
界
の
中
心
に
場
所
を
占
め
る
こ
と
を
断
念
し
、
自
己
を
自
己
か
ら
引
き
抜
い
て
〈
普
遍
〉
の
な
か
で
生
き
よ
う
と

す
る
か
ら
で
あ
る
。
ゆ
え
に
挫
折
の
意
識
は
全
体
性
の
認
識
の
始
点
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
「
す
で
に
理
論
的
」
（
6
岡
㎝
α
）
な
の
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
の
よ
う
に
す
で
に
普
遍
的
認
識
た
る
真
理
を
前
提
に
し
て
い
る
以
上
、
挫
折
に
お
け
る
自
己
批
判
が
真
理
を
可
能
に
す
る
と
い

う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
こ
の
自
己
批
判
が
原
則
的
に
不
徹
底
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
挫

折
は
わ
た
し
の
自
由
そ
の
も
の
、
そ
の
〈
自
発
性
〉
を
審
問
す
る
に
は
至
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
わ
た
し
は
自
ら
の
自
由
の
限

界
を
や
む
を
え
ず
認
め
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
自
分
が
自
発
性
を
も
ち
自
由
を
行
使
す
る
こ
と
自
体
に
は
疑
問
を
感
じ
る
こ
と
は
な
い
。
そ

れ
に
対
し
て
、
「
罪
責
性
の
意
識
」
は
、
け
っ
し
て
普
遍
性
の
探
究
へ
と
昇
華
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
な
い
真
の
意
味
の
自
己
批
判
を
含
ん

で
い
る
。
そ
れ
が
意
味
す
る
の
は
自
分
が
犯
し
た
あ
れ
こ
れ
の
過
ち
の
た
ん
な
る
確
認
で
は
な
い
。
そ
れ
は
自
ら
の
自
由
の
行
使
そ
の
も

の
の
正
当
性
を
問
い
に
付
し
、
自
己
自
身
を
〈
恥
じ
る
〉
こ
と
で
あ
る
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
言
う
。
い
か
な
る
必
然
性
の
認
識
も
こ
の
自
己

審
問
を
鎮
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
考
え
で
は
、
そ
れ
は
く
他
者
〉
と
の
逃
れ
え
な
い
関
わ
り
の
不
可
欠
の

契
機
だ
か
ら
で
あ
る
。
自
己
を
恥
じ
る
と
い
う
の
は
、
他
者
に
面
し
て
自
ら
の
自
由
が
無
垢
で
は
な
く
他
者
を
殺
し
横
奪
し
う
る
も
の
で

あ
る
と
気
付
き
、
そ
う
し
て
自
己
を
ど
こ
ま
で
も
問
い
に
付
す
と
い
う
か
た
ち
で
他
者
を
求
め
続
け
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス

　
　
　
　
倫
理
的
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体
性
を
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っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
三



　
　
　
　
哲
学
研
究
第
五
百
六
十
五
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四

が
問
題
に
す
る
〈
無
限
〉
は
、
こ
の
よ
う
な
道
徳
的
意
識
の
無
限
の
深
化
と
し
て
の
み
生
起
す
る
「
不
均
衡
」
（
爵
×
剛
く
）
「
優
れ
た
意
味

で
の
不
適
合
ぎ
巴
9
轟
ユ
8
」
（
↓
図
×
＜
）
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
と
も
あ
れ
「
自
己
自
身
を
恥
じ
る
こ
と
の
で
き
る
自
由
が
真
理
を
基
礎

付
け
る
」
（
目
親
）
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
「
哲
学
は
道
徳
的
意
識
と
と
も
に
始
ま
る
」
（
目
＄
）
こ
と
に
な
る
。
こ
の
主
張
が
倫
理

を
第
一
哲
学
と
す
る
立
場
に
直
結
す
る
こ
と
は
も
は
や
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

　
ナ
ベ
ー
ル
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
か
れ
が
真
に
根
源
的
な
反
省
は
〈
実
存
と
行
為
の
諸
価
値
〉
と
結
び
付
い
た
倫
理
に
お
い
て

の
み
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
は
、
さ
き
に
述
べ
た
。
倫
理
が
か
れ
の
反
省
哲
学
に
お
い
て
も
っ
こ
の
特
権
性
は
ど
こ
か
ら
生
じ

て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
倫
理
の
た
め
の
要
綱
』
の
論
述
か
ら
そ
れ
を
探
っ
て
み
よ
う
。
こ
の
点
に
関
し
て
鍵
に
な
る
の
は
、
倫
理
的

反
省
を
起
動
さ
せ
る
否
定
的
経
験
の
も
つ
独
特
の
性
格
で
あ
る
。
い
か
な
る
種
類
の
反
省
で
あ
れ
そ
れ
を
引
き
起
こ
し
養
う
の
は
な
ん
ら

か
の
否
定
性
の
経
験
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
ナ
ベ
ー
ル
の
基
本
的
見
解
で
あ
る
。
ゆ
え
に
根
源
的
肯
定
に
遡
ろ
う
と
す
る
反
省
哲
学
は
あ

く
ま
で
否
定
的
経
験
に
寄
り
添
っ
て
進
ま
ね
ぽ
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
「
最
初
に
こ
の
否
定
的
要
素
を
覆
い
隠
し
て
幻
想
と
見
倣
そ
う

と
す
る
な
ら
ぽ
、
そ
れ
は
、
人
間
の
経
験
に
お
い
て
よ
り
特
微
的
な
も
の
、
そ
れ
を
前
進
さ
せ
る
た
め
に
よ
り
多
産
的
な
も
の
を
無
視
し

よ
う
と
い
う
意
志
に
よ
る
も
の
で
あ
る
」
（
国
閤
①
b
o
）
と
言
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
し
て
真
理
の
探
究
は
誤
謬
に
、
芸
術
的
創
造
は
素
材
の

抵
抗
に
直
面
す
る
こ
と
を
免
れ
な
い
以
上
は
、
真
理
や
美
の
領
域
に
も
当
然
反
省
の
は
た
ら
き
は
存
し
て
い
る
。
だ
が
、
誤
謬
や
抵
抗
は

そ
れ
が
克
服
さ
れ
る
や
い
な
や
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
い
、
そ
れ
と
と
も
に
生
ま
れ
か
け
の
反
省
も
止
ん
で
し
ま
う
。
真
理
探
究
や
芸
術
的

創
造
は
、
そ
う
し
て
「
反
省
が
身
を
置
く
べ
き
点
を
た
え
ず
ず
ら
す
つ
ね
に
羨
望
的
な
創
出
」
（
鵠
δ
o
）
を
続
け
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に

比
べ
て
、
過
ち
や
悪
と
い
っ
た
道
徳
的
経
験
の
否
定
性
は
特
異
な
あ
り
か
た
を
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
「
わ
た
し
の
命
運
に
関
わ
る
し

（
国
二
二
δ
一
）
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
わ
た
し
は
わ
た
し
へ
と
否
応
な
く
向
け
か
え
ら
れ
、
自
己
自
身
へ
と
ま
す
ま
す
強
く
釘
付
け
に
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
『
倫
理
の
た
め
の
要
綱
』
を
始
動
さ
せ
る
過
ち
の
感
情
に
関
す
る
省
察
は
、
そ
の
点
を
明
示
し
て
い
る
。
た
だ
一
つ
の

行
為
が
自
我
の
〈
原
因
性
＄
器
蝕
審
〉
に
ま
で
反
響
し
そ
の
全
体
を
触
発
す
る
こ
と
、
そ
こ
に
ナ
ベ
ー
ル
は
「
道
徳
的
生
の
も
っ
と
も



謎
め
い
た
現
象
の
一
つ
」
（
両
露
。
）
を
見
る
。
な
る
ほ
ど
過
ち
の
感
情
は
こ
れ
こ
れ
の
規
範
の
侵
犯
を
機
縁
と
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

た
ん
に
自
分
が
法
に
反
す
る
行
為
を
し
た
と
い
う
判
断
の
痕
跡
で
は
な
い
。
こ
の
感
情
は
、
実
際
に
な
し
た
行
為
を
超
え
て
、
「
わ
れ
わ

れ
の
存
在
全
体
の
有
罪
宣
告
」
「
わ
れ
わ
れ
の
価
値
の
全
面
的
問
い
直
し
」
（
図
国
b
∂
卜
。
）
へ
と
向
か
わ
せ
る
趨
勢
を
潜
め
て
い
る
。
こ
の
趨
勢

を
顕
在
化
し
突
き
詰
め
る
と
い
う
方
途
に
よ
っ
て
の
み
哲
学
の
く
始
原
V
℃
同
ぎ
。
ぢ
Φ
と
い
う
べ
き
根
源
的
な
は
た
ら
き
に
触
れ
る
こ
と
が

で
き
る
、
と
ナ
ベ
ー
ル
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
「
わ
れ
わ
れ
自
身
の
わ
れ
わ
れ
自
身
に
対
す
る
、
す
な
わ
ち
生
成
し
て
い

く
わ
れ
わ
れ
の
存
在
の
真
の
わ
れ
わ
れ
の
存
在
に
対
す
る
不
相
等
を
表
す
根
本
感
情
」
（
爵
2
）
が
ナ
ベ
ー
ル
の
反
省
哲
学
を
貫
い
て
い

る
と
言
え
る
。
ナ
ベ
ー
ル
に
お
い
て
、
主
体
の
基
本
的
構
造
が
〈
自
己
の
自
己
に
対
す
る
不
相
等
〉
で
あ
る
と
い
う
洞
察
は
け
っ
し
て
変

わ
る
こ
と
は
な
い
。
か
れ
の
思
索
は
、
こ
の
不
相
等
を
飛
び
越
え
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
対
す
る
自
覚
を
ど
こ
ま
で
も
深
め

て
い
き
、
た
だ
そ
の
自
覚
を
照
ら
し
出
す
「
内
的
な
光
」
（
両
国
①
刈
）
と
し
て
の
み
根
源
的
肯
定
の
は
た
ら
き
に
接
す
る
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
ナ
ベ
ー
ル
も
ま
た
、
倫
理
的
自
己
告
発
と
と
も
に
尖
鋭
化
す
る
〈
罪
責
性
〉
と
し
て
の
主
体
に
哲
学
を
動
か
す
問
い
の
な
か
の

問
い
の
在
処
を
見
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
反
省
哲
学
者
ナ
ベ
ー
ル
の
生
前
の
最
後
の
著
作
が
『
悪
論
』
と
な
っ
た
の
は
そ
の

よ
う
な
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
説
明
に
よ
っ
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
ナ
ベ
ー
ル
の
哲
学
が
そ
の
発
想
の
根
に
お
い
て
触
れ
合
う
地
点
に
肉
迫
す
る
こ
と
が
で
き
た

と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
る
。
要
約
す
れ
ば
、
両
者
は
共
通
し
て
哲
学
的
問
い
の
源
泉
に
〈
倫
理
〉
を
置
く
が
、
そ
れ
は
、
罪
貴
性
の
自
覚
を

ま
す
ま
す
深
め
て
い
く
と
い
う
し
か
た
で
の
み
自
己
自
身
へ
と
結
び
付
く
＜
倫
理
的
主
体
性
〉
こ
そ
が
く
問
い
の
な
か
の
問
い
〉
で
あ
る

と
い
う
洞
察
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
問
題
に
な
る
の
は
、
全
て
を
把
握
し
了
解
す
る
た
め
の
始
点
で
は
な
く
む
し
ろ
全
て
を
問
い
に
付
す

た
め
の
原
点
と
な
る
主
体
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
何
ら
欠
如
的
で
は
な
い
意
味
で
く
不
一
致
V
〈
不
相
等
V
そ
の
も
の
で
あ
る
よ
う
な
主
体

　
　
　
　
（
9
）

な
の
で
あ
る
。
だ
が
、
二
つ
の
思
想
の
こ
の
よ
う
な
突
き
合
わ
せ
が
各
々
の
強
調
点
の
違
い
を
際
立
た
せ
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
ろ
う
。

同
様
に
哲
学
の
根
に
倫
理
を
置
く
と
し
て
も
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
倫
理
が
あ
く
ま
で
他
者
と
の
鮒
－
面
を
原
状
況
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、

　
　
　
　
倫
理
的
主
体
性
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五



　
　
　
　
哲
学
研
究
　
静
弟
五
百
六
十
五
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六

ナ
ベ
ー
ル
の
根
源
的
肯
定
の
探
究
は
、
反
省
の
方
法
に
忠
実
に
主
体
の
道
徳
的
意
識
の
内
奥
へ
と
分
け
入
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
そ
の

違
い
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
思
索
が
他
者
に
対
す
る
暴
力
や
横
奪
の
可
能
性
か
ら
始
ま
る
の
に
紺
し
、
ナ
ベ
ー
ル
の
倫
理
が
自
ら
犯
し
た
過

ち
を
反
省
す
る
主
体
か
ら
始
ま
る
と
い
う
点
に
よ
く
表
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
や
は
り
両
港
は
最
終
的
に
は
交
わ
り
え
な
い
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
疑
問
が
生
じ
て
き
て
も
不
思
議
で
は
あ
る
ま
い
。
し
か
し
、
一
方
で
『
全
体
性
と
無
限
』
か
ら
『
他
の
仕
方
』

へ
、
他
方
で
『
倫
理
の
た
め
の
要
綱
』
か
ら
『
悪
論
』
へ
と
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
ナ
ベ
ー
ル
の
思
索
が
各
々
自
ら
を
徹
底
化
し
て
い
く
様
子

に
目
を
向
け
る
な
ら
ば
、
両
者
の
辿
る
道
程
の
あ
い
だ
に
興
味
深
い
照
合
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
『
他
の
仕
方
』

の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
『
全
体
性
と
無
限
』
を
特
徴
づ
け
て
い
た
他
者
の
絶
対
的
な
他
性
の
強
調
を
突
き
詰
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ

て
〈
主
体
性
〉
の
省
察
で
全
編
を
埋
め
つ
く
す
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
『
悪
論
』
の
ナ
ベ
ー
ル
は
、
『
倫
理
の
た
め
の
要
綱
』
を

滋
く
根
源
的
肯
定
の
探
究
を
、
ま
す
ま
す
深
ま
り
ゆ
く
悪
の
否
定
性
の
自
覚
の
な
か
で
押
し
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
体
の
自
己
に
対

す
る
不
相
等
を
他
者
に
対
す
る
断
絶
と
は
っ
き
り
重
ね
合
わ
せ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
倫
理
を
問
い
の
な
か
の
問
い
と
す

る
哲
学
に
お
け
る
主
体
性
と
他
者
性
の
抜
き
差
し
な
ら
ぬ
関
わ
り
を
証
示
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
ま
さ
に
こ
の
点
で
レ
ヴ
ィ
ナ

ス
と
ナ
ベ
ー
ル
の
思
索
は
交
差
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
次
節
で
は
こ
の
問
題
を
取
り
扱
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節
　
主
体
性
と
他
者
性
ー
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
ナ
ベ
：
ル
の
交
差

　
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
『
全
体
性
と
無
限
』
と
『
他
の
仕
方
』
の
関
係
、
お
よ
び
ナ
ベ
ー
ル
に
お
け
る
『
倫
理
の
た
め
の
要
綱
』
と

『
聖
岳
』
の
関
係
を
問
う
こ
と
は
、
か
れ
ら
の
思
想
の
核
心
を
捉
え
よ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
避
け
て
通
る
こ
と
の
で
き
な
い
作
業
で
あ

る
。
ど
ち
ら
の
場
合
も
、
十
年
以
上
の
時
を
隔
て
た
二
つ
の
主
著
の
あ
い
だ
で
、
論
述
対
象
や
強
調
点
の
置
き
か
た
に
か
な
り
の
違
い
が

あ
る
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
信
頼
に
値
す
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
研
究
老
の
一
人
で
あ
る
シ
ュ
ト
ラ
ッ
サ
！
は
、
『
全
体
性
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

無
限
』
と
『
他
の
仕
方
』
の
あ
い
だ
に
く
転
回
〉
沃
Φ
ξ
①
を
認
め
る
。
ナ
ベ
ー
ル
に
関
し
て
も
、
〈
根
源
的
肯
定
〉
を
め
ぐ
っ
て
『
悪
馬
』



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

の
省
察
は
『
倫
理
の
た
め
の
要
綱
』
よ
り
く
後
退
〉
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
し
か
し
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
ナ
ベ
ー
ル
の
二
つ
の
主

著
の
あ
い
だ
に
認
め
ら
れ
る
変
化
は
、
か
れ
ら
の
基
本
的
立
場
の
変
更
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
む
し
ろ
か
れ

ら
が
自
ら
の
根
本
問
題
を
深
化
さ
せ
思
索
を
徹
底
上
し
て
い
く
さ
ま
を
見
て
取
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
わ
れ
わ
れ
の
見
解
で
あ
る
。

以
下
の
考
察
は
、
こ
の
見
解
を
導
き
に
し
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
ナ
ベ
ー
ル
の
思
索
の
な
か
に
そ
れ
ぞ
れ
同
様
の
手
続
き
で
分
け
入
る
こ
と

を
試
み
る
。
ま
ず
は
第
一
の
著
か
ら
第
二
の
著
へ
の
移
行
を
検
討
し
、
そ
こ
に
い
か
な
る
意
味
で
か
れ
ら
の
思
索
の
〈
徹
底
化
〉
を
見
て

取
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
か
れ
ら
の
く
徹
底
化
〉
さ
れ
た
思
索
が
取
る
す
が
た
と
し
て
第
二
の
著
の
省

察
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
察
を
通
し
て
、
倫
理
的
主
体
性
と
他
者
性
の
関
わ
り
を
め
ぐ
る
二
人
の
思
索
の
交
差
が
お
の
ず
と
浮

か
び
上
が
る
で
あ
ろ
う
。

　
a
　
レ
ヴ
ィ
ナ
ス

　
『
全
体
性
と
無
限
』
に
お
い
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
臼
指
す
の
は
、
絶
対
の
〈
他
性
〉
を
求
め
る
〈
形
而
上
学
〉
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
第

一
部
の
印
象
的
な
書
き
出
し
に
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
。
「
〈
真
の
生
が
欠
け
て
い
る
V
。
だ
が
わ
れ
わ
れ
は
世
界
の
う
ち
に
あ
る
。

形
而
上
学
は
、
こ
の
不
在
証
明
の
う
ち
で
生
起
し
、
保
持
さ
れ
る
。
そ
れ
は
く
他
処
〉
〈
他
の
仕
方
で
V
〈
他
〉
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
」
（
↓
困
ω
）
。
そ
し
て
、
「
絶
対
に
他
な
る
も
の
と
は
他
者
〉
鋸
霞
巳
で
あ
る
」
（
誠
Φ
）
と
し
て
、
絶
対
の
他
性
を
他
者
の
〈
顔
〉

に
読
み
取
ろ
う
と
す
る
点
に
こ
の
著
の
独
自
性
と
魅
力
が
存
す
る
こ
と
は
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
他
者
の
顔
は
、
一
切
の
感
覚
要
素
を

超
え
、
全
体
性
を
裂
開
す
る
絶
対
の
他
性
の
み
を
そ
の
内
容
と
し
て
、
何
の
覆
い
も
な
く
自
ら
を
〈
表
出
〉
す
る
〈
示
現
＞
9
首
冨
a
①

で
あ
る
。
そ
れ
は
他
性
そ
の
も
の
の
「
生
き
た
現
存
」
（
臼
お
“
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
主
張
が
『
全
体
性
と
無
限
』
の
中

核
で
あ
り
、
も
っ
と
も
目
立
つ
部
分
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
と
は
い
え
、
こ
の
洞
察
の
み
に
よ
っ
て
『
全
体
性
と
無
限
』
を
代
表
さ
せ
る
な
ら
ば
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
思
索
が
も
つ
射
程
を
捉
え
損
ね

　
　
　
　
倫
理
的
主
体
性
を
め
ぐ
っ
て
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八

て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
。
た
し
か
に
、
他
者
の
絶
対
的
な
他
性
を
直
裁
的
に
強
調
す
る
『
全
体
性
と
無
限
』
の
論
述
に
は
、
そ
の
よ
う
な
扱

い
を
助
長
す
る
百
が
あ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
第
一
節
で
触
れ
た
よ
う
に
、
他
者
の
顔
の
鮎
掛
が
そ
れ
に
面
す
る
倫
理
的
主
体
性
の

誕
生
と
同
「
の
事
態
で
あ
る
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
「
顔
が
世
界
の
な
か
に
導
き
入
れ
る
表
出
は
、
わ
た
し
の
諸
士
能
の
弱

さ
に
挑
む
の
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
何
か
を
為
し
う
る
と
い
う
わ
た
し
の
力
能
に
挑
む
の
で
あ
る
」
（
昌
ド
謬
）
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
述
べ
る
。

こ
の
発
言
は
、
他
者
の
顔
が
告
げ
る
絶
対
の
他
性
と
は
何
か
を
要
約
し
て
い
る
。
わ
た
し
を
圧
倒
し
そ
の
力
能
を
砕
く
力
は
、
絶
対
の
他

で
は
な
い
。
ど
れ
ほ
ど
計
り
知
れ
な
い
も
の
で
あ
れ
、
そ
れ
は
わ
た
し
が
行
使
す
る
力
と
基
本
的
に
同
質
だ
か
ら
で
あ
る
。
他
者
の
顔
の

他
性
は
、
い
わ
ば
「
倫
理
的
抵
抗
」
（
↓
一
一
認
）
と
し
て
わ
た
し
の
自
我
の
中
核
へ
と
食
い
込
ん
で
く
る
。
他
者
の
顔
と
は
、
わ
た
し
が
わ

た
し
で
あ
る
こ
と
を
審
問
さ
せ
る
〈
撃
殺
す
こ
と
な
か
れ
〉
の
呼
び
掛
け
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
「
耳
を
塞
ぐ
こ
と
は
で
き
な

い
」
（
↓
囲
ミ
α
）
と
い
う
仕
方
で
わ
た
し
を
自
己
の
審
問
に
釘
付
け
し
、
他
と
代
替
し
え
な
い
く
唯
一
の
〉
§
だ
器
者
と
す
る
の
で
あ
る
。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
〈
責
任
〉
と
名
付
け
る
こ
の
事
態
の
み
が
絶
対
の
他
性
が
そ
れ
と
し
て
生
起
す
る
現
場
で
あ
る
こ
と
は
、
い
く
ら
強
調
し

て
も
し
す
ぎ
で
は
あ
る
ま
い
。
「
外
部
性
に
つ
い
て
」
と
い
う
副
題
を
も
つ
こ
の
著
の
あ
ち
こ
ち
で
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
自
我
の
〈
ア
ポ
ロ

ジ
i
＞
を
自
ら
の
議
論
の
地
平
と
し
て
語
る
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
著
で
そ
の
点
に
つ
い
て
十
分
論
じ
ら
れ
て
い

る
と
は
言
え
な
い
が
、
少
な
く
と
も
そ
れ
が
他
者
へ
の
無
限
の
責
任
を
主
体
性
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
自
我
が
自
我
と
し
て
完
遂
さ
れ

る
」
（
↓
霜
鱒
Q
◎
）
と
い
う
事
態
で
あ
り
、
「
自
己
に
お
け
る
深
化
の
次
元
」
（
H
び
㌶
・
）
、
「
内
的
生
の
新
た
な
方
向
付
け
」
（
爵
b
。
鍍
）
と
し
て
位

置
付
け
ら
れ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
〈
生
き
た
現
存
〉
と
し
て
他
者
の
絶
対
の
他
性
を
直
裁
的
に
強
調
す
る
『
全
体
性
と
無
限
』
の
物
言
い
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ

ス
の
思
索
の
最
終
的
な
姿
で
は
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
〈
外
部
性
〉
で
あ
る
他
性
そ
の
も
の
が
倫
理
的
主
体
性
の

〈
内
面
性
〉
へ
の
向
け
か
え
と
し
て
の
み
生
起
す
る
と
い
う
静
態
が
覆
い
隠
さ
れ
る
と
き
、
〈
表
出
〉
や
く
示
現
〉
と
し
て
〈
他
〉
を
最

大
限
に
称
揚
し
よ
う
と
い
う
真
蟄
な
試
み
が
、
か
え
っ
て
〈
他
〉
を
同
定
し
そ
の
他
性
を
削
ぐ
と
い
う
危
険
を
孕
ん
で
く
る
か
ら
で
あ
る
。



一
九
六
〇
年
代
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
諸
論
考
を
播
け
ば
、
か
れ
自
身
が
こ
の
危
険
に
気
付
き
、
そ
れ
を
克
服
し
う
る
他
性
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

を
模
索
す
る
よ
う
す
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
新
た
な
探
究
の
鍵
に
な
る
の
は
く
痕
跡
〉
け
盃
8
と
い
う
観
念
で
あ
る
。
他
が
真

に
他
で
あ
る
と
き
、
そ
れ
は
い
か
な
る
意
味
で
も
〈
現
前
〉
せ
ず
、
現
前
の
根
底
か
ら
の
く
惑
乱
〉
丁
零
碧
σ
q
①
ヨ
Φ
暮
と
し
て
の
み
現
前
に

関
わ
る
。
他
性
に
本
質
的
な
こ
の
事
態
を
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
痕
跡
と
い
う
語
に
よ
っ
て
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
痕
跡

と
は
あ
く
ま
で
何
か
あ
る
も
の
が
残
し
た
跡
で
あ
っ
て
、
そ
の
何
か
を
指
示
す
る
〈
表
徴
〉
ω
齢
器
の
一
種
で
し
か
な
い
と
乞
う
か
も
し

れ
な
い
。
だ
が
、
何
か
が
決
定
的
に
〈
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
た
〉
こ
と
を
告
げ
そ
の
〈
過
ぎ
去
り
〉
を
指
し
示
す
と
こ
ろ
に
、
痕
跡
を
他

の
表
徴
か
ら
区
別
す
る
固
有
性
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
点
を
捉
え
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
「
痕
跡
と
は
、
い
わ
ぽ
一
度
も
現
存
し
た

こ
と
の
な
い
も
の
、
い
つ
も
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
も
の
の
現
存
で
あ
る
」
（
国
U
露
O
一
）
と
言
う
。
そ
し
て
痕
跡
の
こ
の
〈
意
味
生

成
〉
ω
凝
試
論
コ
8
、
〈
退
去
〉
三
宮
餌
搾
で
し
か
な
い
到
来
こ
そ
が
、
絶
対
の
他
性
が
生
起
す
る
〈
仕
方
〉
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
『
全
体
性
と
無
限
』
と
は
一
変
し
て
主
体
の
「
い
か
な
る
受
動
性
よ
り
も
な
お
受
動
的
な
受
動
性
」

（
》
田
。
。
）
を
論
の
前
面
に
出
す
『
他
の
仕
方
』
は
、
実
は
『
全
体
性
と
無
限
』
に
端
を
発
す
る
他
老
の
他
性
を
め
ぐ
る
思
索
の
徹
底
化
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

所
産
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
「
存
在
の
他
へ
と
移
行
す
る
こ
と
。
存
在
す
る
の
と
は
他
の
仕
方
で
。
他
の
仕
方
で
存
在
す
る
の

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
た
　
　
　
へ

で
は
な
く
、
存
在
す
る
の
と
は
他
の
仕
方
で
」
（
〉
国
O
Q
）
（
傍
点
部
は
原
文
で
は
イ
タ
リ
ッ
ク
体
）
。
第
一
節
の
南
頭
に
置
か
れ
る
こ
の
宣
言
は
、

他
を
語
る
こ
と
が
そ
れ
を
実
体
化
ま
た
は
存
在
化
す
る
危
険
を
孕
む
こ
と
を
は
っ
き
り
と
自
覚
し
、
他
が
他
と
し
て
生
起
す
る
〈
仕
方
〉

に
迫
ろ
う
と
す
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
姿
勢
を
要
約
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
名
詞
の
〈
他
〉
が
副
詞
の
〈
他
の
仕
方
で
〉
獅
・
酒
淫
§
・
暮
に

場
所
を
譲
る
。
他
を
論
述
の
〈
主
題
〉
と
せ
ず
に
そ
の
〈
痕
跡
〉
を
辿
り
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
真
の
意
味
で
他
性
を
問
題
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
『
他
の
仕
方
』
で
他
者
の
顔
を
め
ぐ
る
記
述
が
激
減
す
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
顔
は
「
自
乗
自
身

の
退
去
の
痕
跡
」
（
》
七
竃
）
と
さ
れ
て
、
ま
さ
に
そ
の
他
性
の
ゆ
え
に
こ
の
著
の
論
述
の
場
か
ら
退
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
他
が
他
と

し
て
痕
跡
を
残
す
場
所
な
き
場
所
は
、
『
全
体
性
と
無
限
』
で
は
後
景
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
倫
理
的
主
体
性
、
よ
り
詳
し
く
言
え
ば
そ
れ

　
　
　
　
倫
理
的
主
体
性
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
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四
〇

を
貫
く
＜
他
者
へ
の
無
限
責
任
〉
以
外
に
あ
り
え
な
い
。
主
体
性
を
「
同
1
の
な
か
の
一
他
一
、
〉
葺
お
・
儀
雪
ω
・
冨
－
ζ
ゆ
ヨ
①
」
（
〉
国
ω
卜
。
）
と
規

定
し
て
中
心
に
据
え
る
こ
の
著
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
基
本
姿
勢
は
、
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
不
可
視
の
他
者
が

可
視
の
主
体
を
通
し
て
現
れ
る
と
い
う
事
態
で
は
な
い
。
主
体
の
主
体
性
が
根
木
的
に
倫
理
性
で
あ
り
、
他
者
へ
の
責
任
と
し
て
一
切
の

存
在
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
自
己
に
釘
付
け
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
体
が
、
〈
他
の
仕
方
で
〉
な
の
で
あ
る
。
「
他
者
へ
の
責
任
と
は
主

体
性
の
非
－
場
所
が
位
麗
し
、
〈
ど
こ
？
〉
と
い
う
問
い
が
特
権
を
失
う
場
所
で
あ
る
」
（
〉
閏
お
）
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
述
べ
て
い
る
。
ゆ

え
に
「
無
限
が
栄
光
を
も
つ
の
は
主
体
性
に
よ
っ
て
の
み
で
あ
る
」
（
〉
麟
一
G
。
Q
◎
）
と
言
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
倫
理
的
主
体
性
が
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

の
著
の
全
省
察
の
「
結
び
目
」
（
〉
国
認
）
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
主
体
性
が
〈
他
の
仕
方
で
〉
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
具
体
的
に
は
い
か
な
る
事
態
で
あ
ろ
う
か
。
『
他
の
仕
方
』
の

論
述
は
、
〈
い
か
な
る
受
動
性
よ
り
も
な
お
受
動
的
な
受
動
性
〉
と
い
う
誇
張
表
現
に
よ
っ
て
そ
の
事
態
に
迫
ろ
う
と
す
る
。
こ
の
表
現

は
受
動
性
と
主
体
性
の
双
方
に
つ
い
て
前
代
未
聞
の
考
え
を
提
示
す
る
。
主
体
性
と
受
動
性
を
連
関
付
け
る
場
合
、
主
体
性
を
能
動
性
と

等
即
し
て
そ
れ
を
外
か
ら
制
限
す
る
働
き
を
受
動
性
と
見
傲
す
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。
能
動
性
と
受
動
性
が
対
概
念
で
あ
る
こ
と
、
　
一
切

の
能
動
性
を
欠
く
な
ら
ぽ
主
体
は
主
体
で
な
く
な
る
こ
と
は
、
自
明
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
表
現
は
、
能

動
一
受
動
の
対
立
以
前
の
〈
絶
対
的
な
受
動
性
〉
、
い
お
ぽ
「
い
か
な
る
借
り
に
も
先
立
つ
負
債
」
（
〉
田
と
）
を
狙
う
も
の
で
あ
る
。
そ

の
よ
う
な
受
動
性
が
主
体
を
主
体
と
す
る
究
極
の
次
元
と
な
る
の
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
い
て
、
こ
の
突
飛
な
考
え
は
抽
象
的
な
思

弁
の
産
物
で
は
な
い
。
そ
れ
は
入
問
の
主
体
の
根
を
肉
感
的
と
も
言
う
べ
き
栢
で
捉
え
よ
う
と
い
う
独
特
の
関
心
と
相
関
し
て
い
る
。
そ

の
相
は
〈
感
受
性
〉
ω
雪
ω
感
心
＄
と
名
付
け
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
感
受
性
論
を
手
掛
か
り
に
し
て
『
他
の
仕
方
』
の
思
索
に
分
け
入

る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

　
感
受
性
、
感
覚
、
感
性
的
な
も
の
な
ど
に
つ
い
て
西
洋
哲
学
は
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
て
き
た
が
、
極
端
な
感
覚
主
義
を
採
る
場
合
も
含
め

て
、
総
じ
て
西
洋
哲
学
は
「
感
性
的
な
も
の
の
固
有
の
意
味
」
（
〉
零
り
）
を
取
り
逃
が
し
て
き
た
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
断
じ
る
。
こ
の
問
題



へ
の
西
洋
哲
学
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
つ
ね
に
「
感
じ
る
も
の
と
感
じ
ら
れ
る
も
の
の
一
性
」
（
H
げ
藁
）
と
い
う
前
提
に
縛
ら
れ
て
き
た
か
ら

で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
い
か
に
感
性
的
な
も
の
の
〈
無
媒
介
〉
性
、
〈
直
接
所
与
〉
性
を
強
調
し
て
も
、
そ
れ
は
知
性
と
物
の
合
致
を
真
理

基
準
と
す
る
認
識
論
お
よ
び
存
在
論
に
道
を
開
く
も
の
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
「
知
識
論
的
碧
。
器
。
ざ
ぴ
q
5
器
役
割
」
（
〉
国
o
Q
一
）

を
引
き
受
け
「
全
体
の
像
」
（
〉
国
ミ
）
と
化
し
た
感
受
性
し
か
扱
え
な
か
っ
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
だ
が
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ぽ
、
ま

さ
に
こ
の
よ
う
に
設
定
さ
れ
た
く
全
体
性
〉
に
裂
目
を
入
れ
る
点
に
感
受
性
固
有
の
性
格
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
〈
た
だ
被
る
こ

と
〉
℃
ξ
ω
⊆
σ
罵
、
い
か
に
し
て
も
主
体
の
〈
志
向
性
〉
に
転
じ
え
な
い
が
ゆ
え
に
か
え
っ
て
〈
全
体
の
像
〉
と
化
す
こ
と
な
く
わ
た
し
の

く
わ
た
し
性
〉
を
証
す
る
こ
の
〈
受
忍
〉
鵠
停
軍
扇
①
を
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
感
受
性
を
感
受
性
た
ら
し
め
る
中
核
と
見
倣
す
の
で
あ
る
。

　
こ
の
点
を
理
解
す
る
た
め
に
見
逃
せ
な
い
の
が
、
『
他
の
仕
方
』
の
全
編
に
わ
た
っ
て
、
感
受
性
と
交
換
可
能
な
術
語
と
し
て
〈
傷
つ

き
や
す
さ
〉
く
巳
新
町
び
卿
聾
ひ
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
傷
は
、
だ
れ
に
も
代
わ
っ
て
も
ら
え
な
い
わ
た
し
固
有
の

経
験
で
あ
り
な
が
ら
け
っ
し
て
わ
た
し
の
能
動
的
な
は
た
ら
き
に
同
化
し
え
な
い
点
で
、
絶
対
の
受
動
性
が
主
体
の
主
体
性
で
あ
る
こ
と

を
照
ら
し
出
す
特
権
的
な
事
例
と
な
る
。
と
は
い
え
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
、
傷
と
は
感
受
性
の
あ
り
か
た
を
印
象
付
け
る
イ
メ
ー
ジ

に
過
ぎ
な
い
も
の
で
は
な
い
。
か
れ
は
感
受
性
と
し
て
の
主
体
性
を
「
受
動
性
と
断
念
と
し
て
の
身
体
」
（
》
田
O
O
）
と
同
一
視
す
る
。
わ

た
し
が
わ
た
し
の
身
体
で
あ
る
こ
と
自
体
、
い
わ
ぽ
傷
つ
き
や
す
さ
と
し
て
の
主
体
の
生
き
ら
れ
た
形
象
な
の
で
あ
る
。
〈
受
忍
〉
を
根

本
と
す
る
感
受
性
の
固
有
性
は
、
身
体
を
た
だ
行
為
能
力
の
座
と
し
て
捉
え
る
見
方
に
よ
っ
て
は
覆
い
隠
さ
れ
て
し
ま
う
身
体
性
の
こ
の

よ
う
な
次
元
と
…
つ
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
眼
差
し
を
向
け
な
け
れ
ば
、
百
苦
を
感
じ
う
る
身
体
の
厚
み
、
「
血
肉
を
も
っ
た
主
体
性
」

（
〉
閃
⑩
⑩
）
に
達
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
こ
の
点
に
関
わ
る
数
々
の
刺
激
的
な
省
察
が
『
他
の
仕
方
』
の
論
述
を
彩
っ
て
い
る
が
、
な
か

で
も
注
目
に
値
す
る
の
は
く
老
化
〉
を
め
ぐ
る
省
察
で
あ
ろ
う
。
ひ
と
は
年
を
取
ろ
う
と
し
て
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
老
い
の
時
は
わ

た
し
の
一
切
の
自
発
性
を
擦
り
抜
け
て
た
だ
〈
過
ぎ
去
る
〉
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
全
て
を
消
滅
へ
と
導
く
大
な
る
運
命
が
問
題
に
な
る

の
で
は
な
い
。
老
化
と
は
な
に
よ
り
も
皮
膚
に
刻
ま
れ
た
鐵
や
衰
え
た
足
と
い
っ
た
「
齢
の
重
さ
」
（
〉
国
①
刈
）
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
く
ま

　
　
　
　
倫
理
的
主
体
性
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一



　
　
　
　
哲
学
研
…
究
　

笛
〃
五
百
六
十
五
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二

で
主
体
の
根
源
的
様
態
で
あ
り
、
〈
受
忍
〉
そ
の
も
の
と
し
て
の
わ
た
し
の
身
体
な
の
で
あ
る
。
詳
論
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
こ
の
省
察

が
感
受
性
と
時
闘
性
の
根
本
的
繋
が
り
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
も
ま
た
こ
の
著
作
の
重
要
な
関
心
事
で
あ
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
き

た
い
。
絶
対
の
受
動
性
冨
ω
ω
一
く
蒙
と
は
、
想
起
不
可
能
な
過
去
冨
鴇
ひ
（
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
そ
れ
を
〈
無
－
始
原
〉
と
呼
ぶ
）
、
〈
過
ぎ
去

り
〉
℃
霧
鋸
鴨
そ
の
も
の
と
し
て
の
時
聞
な
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
が
上
述
の
〈
痕
跡
〉
論
と
響
き
合
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ

ろ
う
。

　
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
〈
他
の
仕
方
で
〉
を
主
体
の
主
体
性
そ
の
も
の
と
し
て
掘
り
出
す
の
は
、
以
上
の
よ
う
に
し
て
で
あ
る
。
主
体
の
核
に

な
ん
ら
か
の
自
発
性
を
見
る
通
常
の
見
方
に
よ
っ
て
は
い
つ
も
す
で
に
忘
却
さ
れ
て
い
る
こ
の
前
代
未
聞
の
次
元
へ
の
目
覚
め
が
、
か
れ

に
と
っ
て
〈
他
者
へ
の
無
限
責
任
〉
で
あ
り
、
『
全
体
性
と
無
限
』
で
書
わ
れ
た
〈
内
的
生
の
新
た
な
方
向
付
け
〉
の
具
体
的
な
す
が
た
な

の
で
あ
る
。
他
者
へ
の
責
任
が
「
主
体
に
お
け
る
自
己
一
自
身
の
抑
え
え
な
い
圃
帰
」
（
〉
田
認
）
と
同
定
さ
れ
る
の
は
そ
の
よ
う
な
意
味

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
〈
自
己
一
自
身
〉
は
磐
石
の
自
己
同
一
置
曾
藻
⑩
を
指
す
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
自
己
に
対
し
て
不
相
等

で
存
在
を
欠
い
て
い
る
自
己
一
自
身
」
（
》
虫
ω
①
）
で
あ
り
、
自
己
脱
去
日
雇
三
浮
ヨ
。
暮
そ
の
も
の
で
あ
る
よ
う
な
自
己
定
立
な
の
で
あ

る
。
し
か
し
つ
ぎ
の
よ
う
な
疑
問
が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。
絶
対
に
受
動
的
で
あ
り
始
ま
り
な
き
受
忍
で
あ
る
主
体
性
が
、
い
か
な
る
意
味

で
〈
倫
理
的
〉
で
あ
り
う
る
の
か
。
塞
ぎ
え
な
い
傷
舞
に
曝
さ
れ
て
、
そ
れ
は
故
な
き
孤
独
な
苦
し
み
そ
の
も
の
で
あ
り
、
悲
劇
的
で
意

味
を
欠
い
た
実
存
で
し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
。
だ
が
こ
の
反
問
は
な
お
主
体
性
を
自
発
性
と
同
｝
嫁
す
る
立
場
に
囚
わ
れ
て
い
る
。
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
、
〈
受
動
性
〉
〈
傷
つ
き
や
す
さ
〉
〈
自
己
と
の
不
相
等
〉
と
は
欠
如
的
、
否
定
的
な
事
態
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
い

か
な
る
否
定
性
よ
り
も
手
ま
え
で
、
主
体
性
を
貫
く
＜
他
の
仕
方
で
〉
が
他
者
の
く
た
め
に
V
唇
薮
と
い
う
〈
筋
〉
冒
仲
二
σ
q
餌
。
を
跡
付
け

て
い
る
よ
う
す
を
示
し
て
い
る
。
主
体
が
能
動
的
で
一
切
の
傷
を
免
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
他
者
に
対
し
て
そ
の
他
性
を
無
化
す
る
以
外
の

関
わ
り
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
主
体
は
主
体
性
を
失
っ
て
〈
全
体
性
〉
に
溶
解
さ
れ
る
定
め
に
あ
る
こ
と
が
、
『
全
体

性
と
無
限
』
以
来
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
存
在
論
批
判
の
要
諦
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、
傷
と
は
わ
た
し
を
〈
意
に
反
し
て
＞
9
軒
σ
ω
。
圃
他



者
た
ち
へ
と
繋
げ
る
開
口
な
の
で
あ
る
。
『
他
の
仕
方
』
は
こ
の
事
態
を
的
確
に
表
す
新
た
な
術
語
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
他
者
の

〈
近
さ
〉
箕
。
邑
忌
容
と
い
う
語
で
あ
る
。
『
全
体
性
と
無
限
』
で
く
外
部
性
〉
と
し
て
語
ら
れ
た
他
者
は
、
「
十
分
近
い
と
い
う
こ
と
の

な
い
」
（
》
曽
。
ω
）
近
さ
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
る
。
他
者
の
他
性
と
は
無
限
の
距
離
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
己
よ
り
も
な
お
自
己
に
近
い
近

さ
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
無
媒
介
的
に
感
受
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
近
さ
は
「
感
受
性
の
意
味
」
（
》
認
ω
）
で
あ
っ
て
、
倫
理

的
状
況
に
お
い
て
は
、
絶
対
に
受
動
的
な
主
体
は
「
近
づ
く
主
体
の
主
体
性
」
（
〉
国
δ
膳
）
と
し
て
「
意
味
の
な
か
の
意
味
そ
の
も
の
」

（
〉
国
。
◎
G
π
）
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
b
　
ナ
ベ
ー
ル

　
道
徳
的
経
験
に
独
特
の
否
定
性
に
促
さ
れ
て
ど
こ
ま
で
も
深
ま
り
ゆ
く
＜
自
己
の
自
己
に
対
す
る
不
相
等
〉
の
自
覚
を
照
ら
す
〈
内
的

な
光
〉
と
し
て
の
み
、
反
省
哲
学
は
〈
根
源
的
肯
定
〉
の
は
た
ら
き
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
節
で
見
た
よ
う
に
、
こ
の
洞
察
が

『
倫
理
の
た
め
の
要
綱
』
の
全
論
述
の
軸
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
根
源
的
肯
定
に
辿
り
着
く
や
い
な
や
、
ナ
ベ
！
ル
は
「
確
実
性
」
や
「
傷

つ
け
得
な
さ
」
言
苫
ぎ
財
9
σ
凶
洋
σ
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
そ
れ
を
積
極
的
に
描
き
始
め
る
。
そ
の
光
に
照
ら
さ
れ
て
い
る
の
を
知
る
と
き
、

い
か
に
強
く
否
定
的
な
経
験
に
囚
わ
れ
た
者
も
く
再
生
V
の
可
能
性
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
「
わ
れ
わ
れ
の
存
在
の
根
源
的

捉
え
直
し
、
す
な
わ
ち
再
生
が
い
か
な
る
瞬
間
に
も
可
能
で
あ
る
と
い
う
確
信
」
（
国
画
ω
）
が
沸
き
お
こ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
根

源
的
肯
定
の
は
た
ら
き
は
「
自
我
に
住
ま
う
神
」
（
⑦
国
卜
。
刈
）
と
さ
え
言
わ
れ
る
。
そ
し
て
ナ
ベ
ー
ル
の
考
察
は
、
こ
の
は
た
ら
き
か
ら
の

く
呼
び
掛
け
〉
が
現
実
世
界
で
そ
れ
を
〈
験
証
〉
く
ひ
ユ
訟
8
ρ
ざ
p
し
ょ
う
と
す
る
主
体
の
絶
え
間
な
い
努
力
へ
と
転
じ
る
さ
ま
を
描
き
出

す
の
で
あ
る
。
幾
人
か
の
論
者
が
こ
の
著
に
ナ
ベ
ー
ル
の
根
源
的
肯
定
論
の
一
種
の
頂
点
を
認
め
る
所
以
は
、
以
上
の
点
に
存
し
て
い

る
。　

し
か
し
、
根
源
的
肯
定
の
確
実
性
の
称
揚
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
触
れ
さ
せ
る
逆
説
的
な
自
覚
が
除
去
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
反
省
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の
運
動
が
根
源
的
肯
定
へ
と
赴
く
の
は
そ
こ
で
安
ら
う
た
め
で
は
な
い
」
（
閑
中
刈
田
）
と
ナ
ベ
！
ル
は
断
言
す
る
。
か
れ
が
く
験
証
〉
と
呼

ぶ
の
は
、
反
省
の
末
に
無
謬
の
始
原
に
達
し
た
者
の
現
実
世
界
へ
の
堂
々
た
る
還
帰
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
同
時
に
自
ら
の
行
為
が

い
つ
も
根
源
的
肯
定
を
十
分
に
験
証
し
え
な
い
こ
と
を
落
ら
せ
、
〈
自
己
の
自
己
に
対
す
る
不
相
等
〉
を
ま
す
ま
す
強
く
自
覚
さ
せ
る
過

程
で
あ
る
。
つ
ぎ
の
洞
察
は
こ
の
事
態
と
響
き
合
っ
て
い
る
。
「
わ
れ
わ
れ
は
始
原
か
ら
自
ら
の
行
為
を
照
ら
す
光
を
得
る
が
、
力
を
得

る
の
で
は
ま
っ
た
く
な
い
。
純
粋
自
己
意
識
（
始
原
の
は
た
ら
き
の
別
名
一
筆
者
註
）
は
全
て
を
命
ず
る
が
何
も
為
し
え
な
い
の
で
あ
る
」

（
国
国
帥
O
切
）
。
こ
の
点
か
ら
『
倫
理
の
た
め
の
要
綱
』
の
論
述
を
見
直
す
な
ら
ぽ
、
と
く
に
そ
の
終
盤
に
き
わ
め
て
興
味
深
い
主
張
を
認
め

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
わ
た
し
が
自
己
の
無
力
を
自
覚
さ
せ
る
だ
け
の
根
源
的
肯
定
と
積
極
的
な
関
係
を
結
び
う
る
と
す
れ
ぽ
、

た
だ
〈
他
の
意
識
と
の
交
流
8
ヨ
ヨ
2
8
＞
に
お
い
て
の
み
だ
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
「
自
分
が
到
達
し
な
か
っ
た
こ
と
を
知
り
、
到
達
で

き
る
と
考
え
る
の
を
断
念
す
る
も
の
に
他
の
意
識
た
ち
が
到
達
し
た
と
意
識
は
言
う
」
（
両
翼
O
⑩
）
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
し
て
「
他
の

意
識
は
わ
た
し
を
わ
た
し
の
存
在
へ
の
道
に
置
く
」
（
閃
田
謡
）
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
根
源
的
肯
定
の
内
藤
性
へ
の
還
御
と
い

う
筋
だ
け
で
ナ
ベ
ー
ル
の
思
索
を
捉
え
て
そ
こ
か
ら
こ
の
著
を
評
価
す
る
態
度
は
、
片
手
落
ち
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
は

い
え
、
こ
の
著
が
主
体
の
反
省
と
他
老
と
の
交
流
の
結
び
付
き
の
根
拠
を
十
分
解
明
し
え
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
他
者
と
の
交
流
の
重

要
性
が
繰
り
返
さ
れ
て
も
、
そ
れ
が
主
体
の
反
省
を
基
調
と
す
る
こ
の
著
の
省
察
に
別
の
と
こ
ろ
が
ら
加
え
ら
れ
た
か
の
よ
う
な
印
象
を

拭
い
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
著
の
叙
述
は
自
我
に
そ
の
全
体
を
審
問
さ
せ
る
否
定
的
経
験

を
出
発
点
と
す
る
が
、
そ
の
さ
い
す
で
に
見
た
過
ち
の
感
情
と
並
ん
で
「
挫
折
」
と
「
孤
独
」
の
感
情
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
そ
の
な
か

で
他
者
と
の
交
流
と
い
う
主
題
と
の
繋
が
り
が
明
添
さ
れ
て
い
る
の
は
孤
独
の
感
清
の
み
で
あ
る
。
こ
の
事
実
一
つ
か
ら
し
て
も
い
ま
述

べ
た
印
象
が
確
認
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
主
体
と
他
者
の
問
題
に
関
す
る
『
倫
理
の
た
め
の
要
綱
』
の
以
上
の
よ
う
な
不
徹
底
を
念
頭
に
置
い
て
『
悪
論
』
を
読
む
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

ぽ
、
そ
こ
に
ナ
ベ
ー
ル
の
思
索
の
「
深
化
に
よ
る
前
進
」
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
『
悪
論
』
に
関
す
る
わ
れ
わ
れ
の
基
本
的



見
解
で
あ
る
。
〈
悪
〉
を
焦
点
と
し
て
自
ら
の
哲
学
を
組
織
し
直
そ
う
と
す
る
こ
の
著
の
ナ
ベ
ー
ル
は
、
根
源
的
肯
定
の
自
覚
の
も
つ
逆

説
性
、
そ
の
「
絶
対
矛
盾
」
性
の
主
張
を
い
っ
そ
う
先
鋭
化
す
る
。
根
源
的
肯
定
と
は
悪
の
経
験
の
「
可
能
性
の
条
件
」
（
両
寓
一
音
）
以

外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
確
実
性
は
悪
の
打
ち
消
し
得
な
さ
を
知
ら
し
め
る
も
の
で
し
か
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
省
察
の
出
発
点
は
〈
義
と
な
し
え
な
い
も
の
〉
一
．
蕊
器
齢
鼠
戸
・
芭
①
の
感
情
】
つ
に
絞
ら
れ
る
。
そ
れ
は
わ
た
し
に
く
そ
ん
な
こ
と

が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
〉
と
叫
ば
せ
る
悪
の
衝
撃
の
原
点
で
あ
り
、
い
わ
ば
悪
の
経
験
の
生
地
で
あ
る
。
こ
の
現
場
を
離
れ
て
悪
を
〈
説

明
〉
し
ょ
う
と
す
る
全
て
の
態
度
は
、
悪
が
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
わ
た
し
を
触
発
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
さ
せ
、
悪
を
悪
な
ら
ざ
る

も
の
に
変
え
て
し
ま
う
。
こ
の
感
情
を
ど
こ
ま
で
も
深
化
し
て
い
く
こ
と
が
、
悪
の
経
験
を
問
う
唯
一
の
仕
方
で
あ
る
と
同
時
に
真
の
反

省
哲
学
の
遂
行
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
が
『
悪
論
』
を
貫
く
ナ
ベ
ー
ル
の
確
信
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
〈
義
と
な

し
え
な
い
〉
と
い
う
判
断
が
覆
う
領
域
の
広
さ
で
あ
る
。
そ
れ
は
わ
た
し
の
意
志
や
行
為
の
邪
悪
さ
の
み
な
ら
ず
、
熱
量
の
い
わ
れ
な
き

苦
し
み
、
愛
す
る
人
の
喪
失
、
戦
争
の
勃
発
な
ど
災
い
や
不
幸
に
分
類
さ
れ
が
ち
な
事
柄
に
ま
で
及
ぶ
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
感
情
の
深
化

に
付
き
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
主
体
を
主
体
た
ら
し
め
る
始
原
に
迫
ろ
う
と
す
る
ナ
ベ
ー
ル
の
考
察
は
、
同
時
に
主
体
が
他
者
や
世
界
と
結

ぶ
抜
き
差
し
な
ら
な
い
関
わ
り
を
突
き
詰
め
る
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
以
上
の
点
か
ら
、
主
体
と
他
者
の
問
題
に
関
し
て
、
『
悪

論
』
が
前
著
の
示
唆
的
な
考
察
を
推
し
進
め
徹
底
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
期
待
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
視
角
か
ら
、
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
×
1
5
）

下
こ
の
著
の
具
体
的
な
論
述
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
義
と
な
し
え
な
い
と
い
う
感
情
は
、
そ
の
よ
う
に
判
断
さ
せ
る
事
柄
が
ど
こ
か
ら
来
る
の
で
あ
れ
、
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
お
た
し
に
突
き

刺
さ
る
も
の
で
あ
り
、
た
だ
自
我
へ
と
還
り
そ
の
判
断
の
う
ち
に
入
り
込
ん
で
い
く
よ
う
に
促
す
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
『
悪
論
』
の
反

省
哲
学
は
こ
の
感
情
の
圏
域
で
の
み
遂
行
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
開
示
す
る
始
原
の
は
た
ら
き
は
「
わ
れ
わ
れ
の
感
情
（
義
と
な
し

え
な
い
と
い
う
感
情
一
筆
者
註
）
の
保
証
」
（
国
蜜
q
A
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
感
受
性
論
と
し
て
倫
理
的
主
体
性
を
問
題
に

す
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
問
題
設
定
と
の
意
味
深
い
相
似
を
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　
　
　
　
倫
理
的
主
体
性
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
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四
六

　
こ
の
感
情
の
深
化
に
分
け
入
っ
て
い
く
に
あ
た
っ
て
、
ナ
ベ
ー
ル
が
ま
ず
取
り
上
げ
る
の
は
、
主
体
が
自
ら
の
過
ち
を
悔
い
て
〈
罪
責

性
〉
の
感
情
を
研
ぎ
澄
ま
し
て
い
く
過
程
で
あ
る
。
義
と
な
し
え
な
い
も
の
の
広
が
り
が
ど
れ
ほ
ど
で
あ
れ
、
こ
の
罪
責
性
の
経
験
が
自

我
を
そ
の
内
奥
へ
と
折
り
畳
ま
せ
る
道
程
を
よ
く
浮
き
彫
り
に
す
る
の
は
確
か
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
点
で
ナ
ベ
！
ル
の
省
察
は
『
倫
理

の
た
め
の
要
綱
』
の
過
ち
論
の
捉
え
直
し
か
ら
出
発
す
る
と
も
言
え
る
。
そ
れ
は
、
自
ら
の
過
ち
に
対
す
る
悔
恨
は
道
徳
規
範
の
侵
犯
に

は
還
元
で
き
な
い
こ
と
、
一
つ
の
過
ち
は
行
為
者
の
自
我
全
体
に
反
響
せ
ず
に
は
い
な
い
の
で
あ
り
、
過
ち
を
旧
い
る
者
は
そ
れ
を
通
し

て
透
か
し
見
ら
れ
る
自
ら
の
自
我
の
〈
原
因
性
〉
を
悔
い
る
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
著
の
ナ
ベ
ー
ル

は
そ
こ
か
ら
す
ぐ
に
根
源
的
肯
定
の
確
実
性
へ
と
向
か
う
の
で
は
な
く
、
こ
の
事
態
に
踏
み
と
ど
ま
り
誇
張
的
な
言
い
回
し
に
よ
っ
て
そ

れ
を
際
立
た
せ
る
こ
と
に
努
め
る
。
自
我
の
原
因
性
の
告
発
に
ま
で
至
る
悔
恨
と
は
、
わ
た
し
は
「
い
つ
も
」
民
事
δ
8
ε
。
震
の
「
い
か

な
る
状
況
で
も
」
窪
8
9
①
。
ぎ
。
房
3
き
Φ
自
ら
の
義
務
を
裏
切
っ
て
き
た
と
い
う
痛
切
な
自
覚
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
二
つ
の
強
調
語
は
、

わ
た
し
が
意
志
に
よ
っ
て
〈
選
択
〉
し
う
る
裏
切
り
が
問
題
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
選
択
肢
が
わ
た
し

に
現
れ
て
く
る
「
可
能
事
の
発
出
」
。
。
三
α
q
一
ω
ω
Φ
ヨ
①
手
量
ω
o
。
ω
臥
び
劇
暑
に
ま
で
遡
る
事
柄
と
し
て
考
え
ら
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
ゆ
え
に
現
実

の
行
為
を
超
え
て
「
想
念
、
夢
、
流
産
し
た
可
能
性
」
ま
で
及
ぶ
「
よ
り
広
い
資
任
」
（
匿
路
①
o
。
）
が
問
わ
れ
て
く
る
。
深
化
さ
れ
た
罪
責

性
の
感
情
は
、
わ
た
し
の
意
志
が
動
き
出
す
瞬
闘
、
わ
た
し
が
く
膚
分
の
〉
選
択
肢
を
得
る
は
た
ら
き
自
体
に
、
〈
自
愛
〉
。
・
ヨ
。
毎
号
ω
9

と
名
付
け
う
る
〈
不
純
〉
を
識
別
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
わ
た
し
の
意
志
に
よ
ら
な
い
の
に
わ
た
し
を
わ
た
し
と
化
す
も
の
と
し
て
ど
こ
ま

で
も
貴
任
を
感
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
の
原
初
の
は
た
ら
き
、
「
自
分
が
し
な
か
っ
た
こ
と
に
対
し
て
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な

負
債
」
（
尊
弓
冨
♂
）
（
こ
れ
ば
ナ
ベ
！
ル
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
相
似
を
強
く
印
象
付
け
る
表
現
で
あ
る
）
を
、
　
ナ
ベ
ー
ル
は
端
的
に
〈
罪
〉
と

呼
ぶ
。
主
体
の
構
成
そ
の
も
の
で
あ
る
「
根
源
的
事
実
」
（
固
≦
Φ
㎝
）
が
罪
な
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
れ
は
ひ
と
は
生
来
罪
人
で
あ
る

と
い
う
よ
う
な
人
間
論
的
思
弁
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
〈
こ
の
〉
わ
た
し
が
自
ら
の
罪
責
性
を
反
省
的
に
突
き
詰
め
る
な
か
で
到
達
す
る

〈
自
覚
〉
の
事
柄
で
あ
る
。
罪
が
「
自
我
が
自
証
自
身
に
付
け
た
傷
」
（
図
ヨ
。
。
。
。
）
と
規
定
さ
れ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
徹
底
的
な
反



省
哲
学
は
、
自
我
の
全
体
を
告
発
す
る
こ
の
自
覚
の
た
だ
な
か
に
、
そ
れ
を
成
立
さ
せ
る
さ
ら
に
内
奥
の
は
た
ら
き
を
見
分
け
ね
ば
な
ら

な
い
。
根
源
的
肯
定
の
は
た
ら
き
は
、
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
の
み
触
れ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
意
識
が
最
終
的
に
気
付
く
も
の
は
悪
の
反

省
的
経
験
を
可
能
に
す
る
精
神
的
な
は
た
ら
き
で
あ
る
」
（
閃
言
一
㎝
G
o
）
と
言
わ
れ
る
の
は
こ
の
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
〈
悪
の
反

省
的
経
験
〉
は
】
種
の
両
義
性
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
自
我
全
体
を
審
問
し
負
い
え
な
い
責
任
を
負
わ
せ
る
…
方
で
、
自
ら

を
告
発
す
る
始
原
の
は
た
ら
き
へ
と
自
我
を
目
覚
め
さ
せ
、
自
ら
の
存
在
そ
の
も
の
の
く
義
認
〉
一
臣
け
ヨ
＄
け
一
§
を
求
め
る
欲
望
を
か
き

た
て
る
の
で
あ
る
。
以
上
見
て
き
た
事
態
を
凝
縮
し
て
言
い
表
わ
す
な
ら
ぼ
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
「
根
源
的
に
い
つ
の
時
も
わ
た
し
た

ち
は
そ
う
あ
る
べ
き
存
在
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
真
で
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
規
則
を
侵
犯
し
そ
の
規
則
と
の
関
わ
り
で
の
み
評
価
さ

れ
た
わ
れ
わ
れ
の
個
々
の
行
為
に
罪
の
感
情
が
伴
う
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
自
ら
の
真
の
存
在
に
つ
い
て
ま
っ

た
く
無
知
の
ま
ま
で
あ
ろ
う
」
（
欝
≦
⑩
O
）
。

　
過
ち
の
感
情
を
起
点
と
す
る
以
上
の
省
察
は
、
し
か
し
な
が
ら
『
悪
論
』
の
半
面
に
す
ぎ
な
い
。
先
述
の
よ
う
に
、
こ
の
著
の
議
論
を

導
く
＜
義
と
な
し
え
な
い
も
の
〉
の
感
情
は
自
ら
犯
し
た
過
ち
へ
の
悔
恨
に
と
ど
ま
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
は
た
し
て
愛
す
る
者
の
死
や

戦
争
の
悲
痛
さ
は
、
悔
恨
と
同
じ
仕
方
で
わ
た
し
を
触
発
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
掛
け
を
通
し
て
見
る
と
き
、
『
悪
論
』
の
後
半

部
の
省
察
が
も
つ
重
大
な
意
義
が
浮
か
び
上
っ
て
く
る
。
「
意
識
の
内
密
性
に
お
け
る
罪
は
意
識
相
互
の
関
係
に
お
け
る
断
絶
怨
8
ω
ω
ぎ
⇒

と
同
一
」
（
閤
言
一
一
Q
。
）
で
あ
り
、
前
者
の
み
か
ら
罪
を
規
定
す
る
の
は
自
我
を
そ
の
生
き
る
現
場
か
ら
切
り
離
す
抽
象
だ
と
い
う
考
え
が
、

そ
こ
で
は
中
軸
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
罪
が
自
我
を
自
己
自
身
に
固
着
さ
せ
る
原
初
的
な
意
業
で
の
く
自
己
愛
〉
で
あ
る
と
す
れ
ぽ
、

〈
自
我
が
自
己
自
身
に
付
け
た
傷
〉
は
同
時
に
自
我
を
他
者
た
ち
か
ら
引
き
離
す
裂
け
圏
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
過
ち
の
原

因
と
し
て
の
自
我
の
全
面
的
自
己
審
問
は
、
い
か
に
内
的
な
も
の
に
見
え
て
も
、
自
己
の
存
在
自
体
を
他
の
意
識
と
の
隔
た
り
を
生
み
出

す
も
の
と
し
て
自
覚
す
る
は
た
ら
き
と
相
即
せ
ず
に
は
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な
見
方
に
立
っ
て
、
ナ
ベ
ー
ル
は
反
省
哲
学

の
立
場
に
何
ら
変
更
を
加
え
ず
に
自
ら
の
悪
論
を
主
体
と
他
者
の
関
わ
り
に
ま
で
拡
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
考

　
　
　
　
倫
理
的
主
体
性
を
め
ぐ
っ
て
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え
は
か
れ
の
反
省
哲
学
に
重
要
な
帰
結
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
自
我
を
そ
の
根
か
ら
告
発
し
罪
と
し
て
自
覚
さ
せ

る
始
原
の
は
た
ら
き
は
、
同
時
に
他
者
と
の
断
絶
を
そ
れ
と
し
て
経
験
さ
せ
る
コ
性
の
始
原
」
（
国
≦
一
陣
）
嘗
⇔
。
ぢ
①
山
．
信
三
な
で
な
け

れ
ぽ
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ナ
ベ
ー
ル
の
言
う
〈
一
性
〉
と
は
、
わ
た
し
と
他
の
意
識
を
繋
げ
た
り
包
み
込
ん
だ
り
す
る
第

三
項
の
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
洞
察
が
悪
の
反
省
的
経
験
の
深
化
の
果
て
に
達
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
今
一
度
強
調
す
べ
き
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
性
の
始
原
を
神
話
的
な
無
垢
の
状
態
と
同
定
し
、
現
実
化
さ
れ
た
分
離
を
確
認
す
る
だ
け
の
作
用
を
自
我
に
振
り
分

け
る
考
え
も
ま
た
、
反
省
哲
学
の
立
場
か
ら
は
退
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
問
題
に
な
る
の
は
な
お
自
我
を
自
我
た
ら
し
め
る
は
た
「
ら
き

で
あ
り
、
ま
さ
に
そ
の
は
た
ら
き
に
、
他
者
と
の
断
絶
を
創
り
出
し
つ
つ
自
ら
が
そ
の
つ
ど
否
定
す
る
も
の
と
し
て
自
我
が
一
性
の
始
原

を
自
覚
す
る
さ
ま
を
ナ
ベ
ー
ル
は
看
取
す
る
の
で
あ
る
。
「
全
て
の
失
楽
園
は
困
窮
の
な
か
に
の
み
見
出
だ
さ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
一
性

を
意
識
し
う
る
の
は
そ
れ
を
裏
切
る
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
の
み
な
の
で
あ
る
」
（
匹
≦
一
ト
。
ω
）
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
自
ら
の
全
体
を
問
い
に

付
す
罪
悪
意
識
、
無
限
の
責
任
意
識
は
、
他
者
と
の
関
わ
り
に
お
け
る
全
て
の
意
味
で
の
葛
藤
や
挫
折
を
自
ら
の
過
ち
と
同
様
に
重
く
感

受
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
に
く
倫
理
的
な
〉
主
体
の
主
体
性
と
一
体
に
な
っ
た
他
者
と
の
関
わ
り
を
鮮
や
か
に
浮
か
び

上
ら
せ
る
独
自
の
思
索
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
他
者
の
〈
認
識
〉
と
い
う
問
題
設
定
か
ら
は
け
っ
し
て
到
達
し
え
な
い

こ
の
洞
察
は
、
ナ
ベ
！
ル
の
思
索
を
先
に
見
た
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
思
索
に
か
ぎ
り
な
く
近
付
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
で
あ
ろ

う
。　

し
か
し
、
悪
の
重
み
と
と
も
に
進
む
反
省
哲
学
は
、
悪
の
経
験
の
可
能
条
件
の
指
摘
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
哲
学
は
、

悪
の
経
験
の
深
化
を
通
し
て
浮
か
び
上
が
る
〈
義
認
〉
の
欲
望
の
向
か
う
先
を
見
定
め
た
い
と
切
望
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
だ
が
、
以

上
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
た
倫
理
的
主
体
性
に
と
っ
て
、
義
認
と
は
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
。
主
体
に
の
し
か
か
る
悪
の
重
荷
を
忘
却
さ

せ
る
道
は
全
て
、
ナ
ベ
ー
ル
の
方
法
態
度
か
ら
し
て
拒
否
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
反
省
に
よ
っ
て
悪
の
重
荷
を
自
ら
に
引
き
受
け
、
ほ
か

な
ら
ぬ
わ
た
し
の
「
意
識
の
具
体
的
歴
史
」
（
国
竃
置
O
）
の
構
成
要
素
と
化
す
と
こ
ろ
で
の
み
、
義
認
の
欲
望
は
自
覚
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。



し
か
し
こ
の
欲
望
は
無
力
で
悲
劇
的
な
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
わ
た
し
が
背
負
う
悪
の
重
荷
が
他
者
と
の
関
わ
り
に
ま
で
及
ぶ
と
い
う

事
実
は
、
こ
の
点
に
関
し
て
決
定
的
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
わ
た
し
の
意
志
的
行
為
が
他
者
に
悪
を
被
ら
せ
た
場
合
、
わ
た
し
が
ど
れ

ほ
ど
深
く
そ
の
行
為
を
悔
い
て
〈
改
心
〉
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
他
者
が
被
っ
た
悪
を
帳
消
し
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
に
は

「
絶
対
的
悪
」
（
匿
≦
一
〇
Φ
）
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
義
甲
へ
の
道
を
切
り
開
く
に
は
、
反
省
の
立
場
を
撤
回
し
て
超
越
的
な
存

在
の
加
護
を
求
め
る
し
か
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
も
っ
と
も
深
く
な
る
罪
と
い
う
名
の

傷
は
、
た
だ
他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
の
み
癒
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ナ
ベ
ー
ル
は
言
う
。
「
聞
題
に
な
る
の
が
不
幸
な
者
で
あ
れ
、

罪
あ
る
者
で
あ
れ
、
も
し
し
か
る
べ
き
と
き
に
他
の
意
識
の
無
償
の
行
為
が
来
た
る
の
で
な
け
れ
ば
、
悪
は
倍
加
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
無
償
の
行
為
は
、
宥
め
の
源
泉
、
義
認
の
約
束
と
な
る
の
で
あ
る
し
（
日
≦
一
①
①
）
。
罪
の
自
覚
に
お
い
て
逆
説
的
に
の
み
根
源
的
肯
定

に
触
れ
る
主
体
は
、
そ
の
あ
り
か
た
自
体
に
よ
っ
て
他
者
と
の
絶
対
的
な
出
会
い
を
求
め
る
。
そ
し
て
、
無
償
の
行
為
に
よ
っ
て
進
ん
で

苦
し
み
に
入
り
来
た
る
他
者
と
偶
然
に
出
会
う
と
こ
ろ
で
の
み
、
罪
を
自
覚
さ
せ
る
だ
け
で
あ
っ
た
根
源
的
肯
定
の
積
極
的
な
す
が
た
を

垣
間
見
る
の
で
あ
る
。
「
絶
対
的
な
も
の
の
通
過
と
息
吹
」
（
南
窯
嵩
O
）
が
感
得
さ
れ
う
る
と
す
れ
ば
こ
の
法
外
な
交
わ
り
に
お
い
て
の
み

で
あ
る
こ
と
。
『
悪
感
』
が
最
後
に
見
出
だ
す
微
か
な
希
望
の
光
は
こ
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。
「
他
の
意
識
は
わ
た
し
を
わ
た

し
の
存
在
へ
の
道
に
置
く
」
と
い
う
『
倫
理
の
た
め
の
要
綱
』
の
示
唆
的
な
一
節
は
、
振
り
返
っ
て
見
れ
ば
こ
の
よ
う
な
事
柄
を
目
指
し

て
い
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
信
頼
す
べ
き
ナ
ベ
ー
ル
研
究
者
ノ
ー
ラ
ン
と
と
も
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
纏
め
た
い
と
思
う
。
「
罪
の

意
識
は
少
な
く
と
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
可
能
性
を
取
り
戻
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
義
認
が
ど
こ
か
ら
来
る
か
を
示
す
。
そ
れ
は
わ

た
し
た
ち
自
身
か
ら
で
も
外
部
の
神
か
ら
で
も
な
く
、
他
者
と
の
出
会
い
か
ら
で
あ
る
。
主
体
性
は
あ
る
意
味
で
は
そ
れ
自
体
罪
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

が
、
同
時
に
義
認
が
可
能
に
な
る
唯
一
の
場
な
の
で
あ
る
」
。

倫
理
的
主
体
性
を
め
ぐ
っ
て

四
九



哲
学
柑
憐
傭
九
　
第
五
甲
日
六
十
五
号

五
〇

第
三
節
　
問
わ
れ
て
く
る
事
柄

　
以
上
二
節
の
考
察
に
よ
っ
て
、
〈
倫
理
的
主
体
性
〉
の
哲
学
と
い
う
角
度
か
ら
見
る
と
き
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
ナ
ベ
ー
ル
の
思
想
が
ど
れ

ほ
ど
た
が
い
に
接
近
し
根
幹
に
お
い
て
重
な
る
か
を
、
各
々
の
展
開
に
即
し
て
示
す
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。
二
つ
の
思
索
が
掴
み
出
し

た
共
通
の
事
態
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
要
約
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
倫
理
的
主
体
の
主
体
性
は
逃
れ
え
な
い
全
面
的
自
己
審
問
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
他
者
と
の
根
源
的
に
〈
非
対
称
的
〉
な
関
係
と
唯
｝
か
つ
圃
一
の
事
柄
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
罪
責
に
先
立
つ
罪
責
性
と
し
て
〈
傷
〉
そ

の
も
の
で
あ
る
倫
理
的
主
体
性
は
、
「
相
互
主
体
的
空
間
の
湾
曲
8
霞
σ
。
」
（
↓
お
①
刈
）
の
一
角
と
し
て
根
源
的
社
会
性
な
の
で
あ
る
。
〈
問

い
の
な
か
の
問
い
〉
の
出
所
は
そ
れ
で
あ
り
、
哲
学
的
問
い
の
源
泉
が
倫
理
で
あ
る
と
い
う
洞
察
は
こ
の
事
態
に
支
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
〈
ナ
ベ
ー
ル
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
を
友
と
す
る
〉
哲
学
の
特
性
を
浮
か
び
上
ら
せ
る
と
い
う
本
稿
の
課
題
は
ひ
と
ま
ず
果
た
さ
れ
た

と
言
え
よ
う
。
だ
が
以
上
の
考
察
は
さ
ら
な
る
問
い
を
引
き
起
こ
さ
ず
に
は
い
ま
い
。
こ
の
よ
う
な
哲
学
は
い
か
な
る
意
義
を
も
つ
で
あ

ろ
う
か
。
と
り
わ
け
か
れ
ら
の
思
索
が
現
代
に
定
位
し
て
そ
れ
ま
で
の
哲
学
全
体
を
根
本
か
ら
問
い
直
す
体
の
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
れ

が
現
代
の
哲
学
に
お
い
て
い
か
な
る
意
義
を
も
ち
、
い
か
な
る
新
た
な
問
題
を
見
さ
せ
る
か
を
問
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
こ
の
作
業
に
本
格

的
に
取
り
組
む
余
裕
は
も
は
や
な
い
が
、
本
稿
を
閉
じ
る
に
あ
た
っ
て
一
一
三
の
見
通
し
を
書
き
留
め
て
お
く
こ
と
は
、
以
上
論
じ
た
こ
と

の
射
程
を
あ
ら
た
め
て
照
ら
し
出
す
と
い
う
点
で
無
意
味
で
は
あ
る
ま
い
。

　
第
一
に
、
倫
理
的
主
体
性
に
固
執
す
る
こ
の
よ
う
な
思
索
は
、
現
代
の
哲
学
に
お
い
て
徹
底
的
な
批
判
を
受
け
て
い
る
人
聞
中
心
主
義

を
超
え
て
、
〈
人
間
の
主
体
〉
の
意
味
へ
の
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
可
能
に
す
る
。
認
識
の
〈
究
極
的
基
礎
付
け
〉
を
自
認

す
る
い
わ
ゆ
る
〈
近
世
的
主
観
性
〉
が
批
判
し
尽
く
さ
れ
た
あ
と
も
、
な
お
「
究
極
的
義
認
」
冒
ω
仲
ヨ
＄
仲
δ
昌
q
三
ヨ
。
へ
の
要
求
そ
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

の
と
し
て
の
主
体
は
残
る
。
そ
れ
が
実
践
哲
学
と
い
う
限
ら
れ
た
枠
内
で
の
問
題
で
は
な
く
哲
学
的
問
い
の
根
幹
と
し
て
掘
り
起
こ
さ
れ

る
べ
き
事
柄
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
ナ
ベ
ー
ル
を
繋
ぐ
主
張
で
あ
っ
た
。
ナ
ベ
ー
ル
が
自
我
の
自
ら
へ
の
不
相
等
を
「
人



問
の
人
間
性
ず
億
ヨ
四
巴
3
。
。
」
（
国
竃
δ
Φ
）
と
し
て
捉
え
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
否
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
た
だ
そ
れ

が
十
分
人
間
的
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
」
（
》
国
一
①
蒔
）
と
断
言
し
て
自
ら
の
思
索
を
〈
人
間
的
な
も
の
の
意
味
〉
の
探
求
と
見
倣
す
の
は
、

そ
の
た
め
で
あ
る
。
主
体
性
を
め
ぐ
る
こ
の
見
解
が
、
現
代
哲
学
に
お
い
て
ま
す
ま
す
重
要
な
位
置
を
占
め
る
〈
他
者
〉
の
問
題
に
新
た

な
光
を
投
ず
る
こ
と
は
も
は
や
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
そ
れ
が
曲
り
出
す
〈
相
互
主
体
的
空
間
の
湾
曲
〉
は
、
た
と
え
ぽ
相
互
主
体
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

は
超
越
論
的
自
我
に
お
い
て
開
示
さ
れ
る
と
い
う
フ
ッ
サ
ー
ル
の
考
え
を
か
れ
が
想
像
も
で
き
な
か
っ
た
意
味
で
解
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。

　
だ
が
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
ナ
ベ
ー
ル
の
あ
い
だ
に
は
微
妙
だ
が
重
要
な
差
異
が
残
っ
て
い
る
。
倫
理
的
主
体
性
を

成
す
果
て
な
き
自
己
審
問
と
一
つ
で
あ
る
他
者
へ
の
関
わ
り
が
く
非
対
称
的
〉
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
点
で
は
二
人
の
考
え
は
一
致
し
て

い
る
。
そ
の
意
昧
で
〈
ナ
ベ
ー
ル
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
を
友
と
す
る
〉
思
索
を
自
己
の
証
し
と
絶
対
的
な
も
の
の
栄
光
の
〈
等
根
伴
性
〉
と
い

う
枠
内
に
収
め
う
る
と
す
る
リ
ク
ー
ル
の
見
解
は
聞
い
直
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ナ
ベ
1
ル
が
こ
の
非
対
称
性
を
照
ら
す
光

を
主
体
の
〈
始
原
〉
に
認
め
、
そ
れ
を
自
覚
す
る
自
由
だ
け
は
主
体
に
残
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
い
て
は
、
主
体
が
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そ
れ
に
目
覚
め
る
の
は
く
絶
対
的
受
動
性
〉
の
相
の
も
と
、
い
か
な
る
光
も
届
か
な
い
闇
の
な
か
で
し
か
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
か
れ
の
雷
う

責
任
は
い
か
な
る
始
原
的
な
意
識
に
も
先
立
つ
か
た
ち
で
主
体
を
襲
う
（
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
感
受
性
と
呼
ぶ
の
は
こ
の
事
態
で
あ
っ
た
）
の

で
あ
り
、
主
体
の
自
由
な
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
や
い
な
や
変
質
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
か
ら
見
れ
ば
、
ナ
ベ

ー
ル
の
倫
理
は
〈
他
〉
を
め
ぐ
る
省
察
を
最
後
の
一
点
ま
で
詰
め
え
な
か
っ
た
不
十
分
な
も
の
と
映
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
じ
か
の
他
の
意

識
を
〈
絶
対
的
な
も
の
の
通
過
と
息
吹
〉
と
し
て
識
別
す
る
の
は
な
お
（
絶
対
矛
盾
的
で
無
力
で
あ
る
と
は
い
え
）
わ
た
し
の
内
奥
の
は

た
ら
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
は
主
体
に
よ
る
他
老
の
選
別
に
繋
が
る
が
ゆ
え
に
認
め
ら
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。

だ
が
ナ
ベ
ー
ル
に
言
わ
せ
れ
ば
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
よ
う
に
他
者
へ
の
非
対
称
的
な
関
係
を
主
体
の
絶
対
的
受
動
性
に
切
り
詰
め
て
し
ま
え

ぽ
、
他
者
た
ち
と
の
具
体
的
な
交
流
を
始
め
か
ら
度
外
視
す
る
こ
と
に
な
り
、
自
我
の
〈
ア
ポ
ロ
ジ
ー
〉
が
何
を
意
味
す
る
の
か
が
わ
か

ら
な
く
な
る
。
二
人
の
思
索
の
差
異
が
突
き
付
け
る
の
は
、
要
す
る
に
徹
底
化
さ
れ
た
倫
理
的
主
体
性
の
哲
学
に
お
け
る
自
由
と
責
任
の

　
　
　
　
倫
理
的
主
体
性
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
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連
関
と
い
う
聞
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
か
れ
ら
の
思
索
に
促
さ
れ
て
こ
の
哲
学
の
可
能
性
を
問
い
尋
ね
る
老
に
と
っ
て
、
避
け
て
通
る
こ

と
の
で
き
な
い
重
要
な
論
点
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
最
後
に
付
言
し
て
お
き
た
い
の
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
ナ
ベ
ー
ル
の
倫
理
が
〈
無
限
〉
や
く
絶
対
〉
と
直
結
す
る
も
の
と
し
て
構
想
さ
れ

て
い
る
以
上
、
倫
理
的
主
体
性
の
哲
学
が
現
代
の
宗
教
哲
学
に
も
た
ら
し
う
る
貢
献
を
探
る
こ
と
が
き
わ
め
て
興
味
深
く
多
産
的
な
作
業

に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
本
稿
で
は
触
れ
え
な
か
っ
た
が
、
倫
理
か
ら
哲
学
そ
の
も
の
を
問
い
直
そ
う
と
い
う
か
れ
ら
の
試

み
は
、
そ
の
同
じ
作
業
に
よ
っ
て
〈
神
〉
の
問
題
の
鋳
直
し
を
も
狙
っ
て
い
る
。
た
と
え
ぽ
『
全
体
性
と
無
限
』
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
上

述
の
〈
銅
互
主
体
的
空
間
の
湾
曲
〉
に
つ
い
て
、
「
こ
の
〈
空
間
の
湾
曲
〉
は
お
そ
ら
く
神
の
現
存
そ
の
も
の
で
あ
る
」
（
↓
樗
鶏
）
と
述
べ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
か
れ
が
く
痕
跡
〉
に
つ
い
て
語
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
現
存
は
あ
く
ま
で
不
在
の
現
存
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
だ
が
そ

れ
は
た
ん
に
否
定
的
な
意
味
の
不
在
で
は
な
い
。
倫
理
に
よ
っ
て
磁
化
さ
れ
た
相
互
主
体
的
空
間
は
存
在
と
非
存
在
の
対
の
彼
方
で
〈
意

味
す
る
〉
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
作
用
が
「
存
在
に
汚
さ
れ
な
い
神
」
（
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
）
、
「
主
辞
な
き
述
辞
」
す
な
わ
ち
「
神
的
な
も
の
δ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

黛
く
写
で
し
か
な
い
神
」
（
ナ
ベ
…
ル
）
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
〈
神
は
存
在
し
な
い
〉
と
い
う
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
刺
し
抜
か
れ
な

が
ら
も
、
〈
存
在
し
な
い
〉
こ
と
を
神
固
有
の
次
元
と
し
て
捉
え
う
る
視
座
を
開
く
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
命
題
を
積
極
的
に
読
み
替
え
よ

う
と
す
る
努
力
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
現
代
の
宗
教
哲
学
の
あ
り
う
べ
き
方
向
性
を
示
し
て
い
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
以
上
急
き
連
ね
た
見
通
し
は
、
も
ち
ろ
ん
ま
だ
練
り
上
げ
の
足
ら
な
い
不
完
全
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
手
掛
か
り
に
レ
ヴ
ィ
ナ
ス

と
ナ
ベ
ー
ル
が
先
鞭
を
付
け
た
倫
理
的
主
体
性
の
哲
学
の
広
が
り
と
可
能
性
を
さ
ら
に
深
く
追
究
し
て
い
く
こ
と
を
、
今
後
の
課
題
と
し

た
い
。
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レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
ナ
ベ
ー
ル
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、
以
下
の
略
号
と
ペ
ー
ジ
数
に
よ
っ
て
本
文
中
に
記
し
て
い
る
。
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（
1
）
　
ナ
ベ
ー
ル
自
身
に
よ
る
〈
反
省
哲
学
〉
の
哲
学
史
的
把
握
に
つ
い
て
は
、
『
フ
ラ
ン
ス
百
科
事
典
』
に
寄
せ
ら
れ
た
次
の
論
文
が
参
考
に
な

　
る
。h

。
9
。
昌
冥
》
ω
国
渕
↓
㌦
、
冨
℃
茎
。
ω
8
a
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冨
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幽
く
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岩
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ミ
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略
§
．
郵
×
圃
×
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壇
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一
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唱
餌
弓
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①
p
o
昌
・
0
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ユ
ω
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O
O
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O
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O
ω
O
げ
鵠
ヨ
9
⇔
昌
コ
剛
6
0
＝
’
い
曽
謬
σ
q
O
o
q
①
ω
》
〉
一
9
ゆ
鋤
O
O
う
ロ
一
σ
弓
①
＼
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O
㍍
0
7
帥
梓
Φ
γ
　
一
Φ
Q
Q
O
u
℃
㍗
　
一
刈
一
轟
O
・

（
3
）
　
リ
ク
ー
ル
と
ナ
ベ
ー
ル
の
思
想
的
関
係
に
つ
い
て
は
次
の
拙
著
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
杉
村
靖
彦
『
ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
の
思
想
　
　
意
味
の
探
索
　
　
』
東
京
、
創
文
社
、
一
九
九
八
年
、
第
一
章
第
三
節
「
リ
ク
ー
ル
と
ナ
ベ
ー
ル
」
。

　
　
　
　
　
倫
理
的
主
体
性
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三



（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

哲
学
研
湘
九
　
第
五
百
六
十
五
号
・

五
四

て
い
る
が
、

で
繰
り
広
げ
て
い
る

こ
と
と
引
き
替
え
に
の
み
存
在
の
問
い
を
追
究
す
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
よ
う
な
思
索
を
他
の
存
在
論
と
同
水
準
に
ま
で
引
き
下
げ
て
扱
う
の
は
、

当
な
歪
麟
で
は
な
い
か
。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
や
ナ
ベ
ー
ル
が
掘
り
出
す
〈
問
い
の
な
か
の
問
い
V
と
触
れ
合
う
の
で
は
な
い
か
。

を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
事
実
、

よ
う
と
い
う
研
究
も
幾
つ
か
存
在
す
る
。
参
考
ま
で
に
そ
の
代
表
例
を
挙
げ
て
お
く
。
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こ
の
問
題
は
さ
ら
に
突
っ
込
ん
で
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
ナ
ベ
…
ル
に
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
想
の
薪
し
さ
を
十
分
認
め
、

い
ま
定
式
化
し
た
よ
う
な
疑
問
が
塒
て
く
る
の
を
承
知
の
う
え
で
あ
え
て
一
面
的
な
批
判
を
行
な
っ
て
い
る
向
き
も
あ
る
だ
け
に
、
事
態
は
複
雑
で

℃
餌
三
幻
同
O
臼
q
塑
．
．
国
ヨ
ヨ
食
ρ
昌
弼
①
一
い
ひ
く
ぎ
器
噂
℃
①
富
ω
①
二
戦
α
¢
審
ヨ
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蒔
鵠
山
σ
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、
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”
o
O
．
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噂
や
ω
国

H
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冠
こ
℃
や
ω
Q
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ω
り
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節
昌
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b
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国
力
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ぴ
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勺
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①
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疑
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”
o
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．
9
f
O
．
楠
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レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
こ
の
よ
う
な
存
在
論
批
判
を
と
く
に
激
し
い
し
か
た
で
ぶ
つ
け
る
の
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
に
対
し
て
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ

　
　
　
遺
稿
の
な
か
で
し
か
名
指
し
は
し
て
い
な
い
も
の
の
、
ナ
ベ
ー
ル
も
ま
た
同
趣
旨
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
批
判
を
負
け
ず
劣
ら
ず
強
い
調
子

　
　
　
　
　
　
（
た
と
え
ば
丙
選
一
銀
山
α
ω
を
参
照
の
こ
と
）
。
し
か
し
、
た
だ
従
来
の
存
在
論
を
根
本
か
ら
〈
解
体
＞
O
①
ω
鴬
野
乱
撃
す
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む
し
ろ
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
養
う
く
存
在
論
的
差
異
V
は
く
参
与
〉
の
思
想
に
対
す
る
徹
底
的
な
異
義
申
し
立
て
で
あ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
側
に
立
て
ば
そ
の
よ
う
な
疑
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
つ
い
て
は
、
今
述
べ
た
よ
う
な
関
心
か
ら
両
者
の
思
懇
を
突
き
合
わ
せ



　
あ
る
が
、
そ
こ
に
現
代
哲
学
の
根
幹
に
関
わ
る
問
題
が
存
し
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。

（
9
）
　
実
は
『
他
の
仕
方
』
で
の
一
度
だ
け
の
直
接
的
な
言
及
に
加
え
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
ラ
ク
ロ
ワ
の
著
『
挫
折
』
の
書
評
の
な
か
と
い
う
間
接

　
的
な
し
か
た
で
は
あ
る
が
、
ナ
ベ
ー
ル
の
名
を
記
し
て
い
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
そ
こ
で
は
、
「
存
在
の
実
定
性
と
は
他
な
る
実
定
性
」
「
た
ん
に

　
存
在
の
全
体
性
に
統
合
さ
れ
る
の
で
は
な
い
真
の
原
因
性
」
「
超
越
の
様
態
そ
の
も
の
」
と
い
う
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
自
身
の
テ
ー
マ
と
見
紛
う
ば
か
り

　
の
事
態
を
告
げ
る
も
の
と
し
て
、
「
人
間
存
在
の
自
己
自
身
に
対
す
る
不
相
等
」
と
い
う
ナ
ベ
ー
ル
の
表
現
が
「
示
唆
的
な
言
い
回
し
」
と
評
価
さ

　
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
節
で
取
り
組
ん
だ
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
ナ
ベ
ー
ル
の
思
想
の
突
き
合
わ
せ
の
正
当
性
を
側
面
か

　
ら
支
え
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
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wisdom　about　the　evils　inherent　ln　a　community　of　the　living　only　and

about　the　way　to　overcome　those．

　　The　reason　why，　in　his　final　years，　Tanabe　propounded　a　“philosophy　of

deatk”　is　that　at　present　the　philosophy　of　life　is　banl〈rupt．　Philosophy　of

Iife，　by　seeing　life　only　from　life，　by　having　lost　the　eye　to　see　the　other

dimension　that　pervades　life，　invites　the　impoverishment　of　life　and　becomes

the　source　of　various　diseases　and　alienations　that　plague　present－day

society　and　culture．　To　expand　the　scope　of　our　vision　and　to　come　to　a

way　of　thinking　that　can　see　life　from　the　death　that　is　immanent　in　life，

that　was　the　central　intent　of　Tanabe’s　final　oPi｛s，　“Philosophy　of　Life　or

Dialectics　of　Death？”

　　Tanabe　called　the　world　of　existential　communion，　wherein　living　and

dead　go　freely　in　and　out　and　life　and　death　interpenetrate，　a　“monadolo－

gical　existential　communion．”　As　such，　thls　world　has　the　possibility　of

throwing　new　light　on　the　traditional　problems　that　surround　the　core　of

reiigion．　ln　this　article，　the　themes　of　“Kingdom　of　God”　（of　Christianlty），

“Pure　Land，”　“Original　Vow　of　the　Tathagata，”　“Alaya－vijnana”　（of　Budd一’

hism），　“anamnesis，”　and　so　on，　are　pursued　in　connection　with　that　thought

of　the　later　Tanabe．

Sur　la　subjectivit6　ethique．　L6vinas　et　Nabert

Par　Yasuhiko　SUGIMURA

Chercheur　special

a　la　Soci6t6　japonaise

pour　la　promotion　des　sciences

　　La　pr6sente　6tude　est　consacr6e　a　L6vinas　et　Nabert，　deux　philosophes

frangais　contemporains．　Nous　nous　proposons　de　rapprocher　leur　pensee

sous　1’angle　de　la　“subjectivit6　6thique．”

　　Ces　deux　philosophes，　chacun　d’une　originalit6　’remarquable，　s’opposent

3



dans　la　mesure　ob　on　peut　dire　que　L6vinas　est　souvent　abord6　a　travers

le　cliche　de　“1’ethique　de　1’autre”　et　que　Nabert，　de　son　c6t6，　est　consider6

simplement　comme　un　“philosophe　de　！a　reflexion”．　Cependant　si　on　r6flechit

a　la　motivation　profonde　de　leur　phi1osophie，　on　eomprendra　comment　ces

deux　pens6es　peuvent　se　retrouver　sur　un　terrain　commun；　elles　discernent，

toutes　deux，　que　la　subjectivit6　proprement　6thique，　subjectivit6　caract6ris6e

comme　remise　en　cause　interminable　de　soi－rn6me，　responsabilit6　toujours

croissante　est　“la　question　des　questions”　qui　doit　etre　la　source　de　la

philosophie．　Ce　n’est　plus　ici　le　sujet　comme　fondement　dernler　de　la

certitude　6pist6mologique，　rnais　plut6t　1’origine　d’oti　tout　est　mis　en　question．

C’est　dans　ce　sens　que　1’on　peut　attribuer　a　1’ethique　la　position　jadis

d6日頃lue　a　la　“philosophie　premiere”．

　　En　plus，　il　est　remarquable　que　la　subjectivit6　ainsi　comprise　trouve

sa　determination　la　plus　intime　dans　un　rapport　dissym6trique　avec　“autrui”．

En　d’autres　termes，　la　radicalisation　de　la　subjectivite　6thique　et　1’insistence

sur　1’alt6rlt6　d’autrui　ne　sont　qu’une　seule　et　rneme　chose．　La　pens6e　de

L6vinas　ainsi　que　celle　de　Nabert　gravitent　autour　de　cette　id6e．　Les　deux

penseurs　la　d6veloppent　et　i’approfondissent　respectivement，　mais　ti　nos

yeux　de　manibre　complementaire．　En　poussant　1’alt6rite　absolue　d’autrui　ti

son　extr6me，　L6vinas　propose　de　son　c6t6　une　meditation　sur　la　subjectivit6

qu’il　considere　comme　“lieu　sans　lieu”　oti　“se　passe”　1’Autre　en　tant　que

tel．　Nabert，　quant　a　lui，　dans　la　recherche　de　“1’afirrnation　originaire”

comme　“ 垂窒奄獅モ奄垂?”　de　la　r6flexion，　prend　une　conscience　de　plus　en　plus

nette　du　fait　que　cette　aMrmation　ne　constitue　que　la　condition　de　possibilit6

de　1’exp6rience　“injustifiable”　du　mal．　Cela　le　conduit　a　radicaliser　la

reflexion　qu’il　identifie　avec　un　approfondissement　de　1’6preuve　du　mal，　de

sorte　que　cette　refiexion　doive　m6me　s’imputer　la　“s6cession　avec　1’autre

conscience”．　Ainsi　se　croisent　L6vinas　et　Nabert　dans　leurs　pr60ccupations

centrales．

　　Nous　sommes　sfirs　que　cette　“philosophie　de　la　subjectivit6　ethique”　peut

contribuer　6normement　ti　la　philosophie　contemporaine　par　la　nouveaute

4



des　approches　qu’elle　propose．

Negating　the　Positive　on　the　Border：

　　　Integration　of　Psychoanalysis　with

Early　Adorno’s

Epistemology

by　Kin－ya　NISHi

Doctoral　candidate

in　the　Department　of　Aesthetics

and　Art　History

Graduate　School　of　Letters

Kyoto　University

　　Though　it　has　engaged　little　attention，　T．　W．　Adorno’s　unsuccessful

dissertation　of　1927　entitled　‘The　Concept　of　the　Unconscious　in　the　Tran－

scendental　Theory　of　Mind’　can　be　read　as　the　first　explicit　expression　of

his　epistemological　methodology．　ln　this　lengthy　paper，　Adorno　struggled

not　only　to　relate　the　transcendental　theory　of　Kant　to　the　psychoanalysis

of　Sigmund　Freud，　but　to　elaborate　the　notion　of　the　unconscious　as　“boun－

dary　notion　（Grenzbegriff）”，　one　of　the　most　subversive　conception　for　his

long　term　theory－practice．　Such　boundary　notions　as　the　unconscious　and

the　thing－in－itself　in　Kantian　philosophy，　Adorno　argues，　should　prove　in

themselves　the　existence　of　a　split　between　their　implication　（that　is，　the

field　beyond　the　border　of　consciousness，　experience　etc．）　and　the　fact　that

such　notions　can　exist　exclusively　within　the　border　of　the　consciousness，

experience，　and　so　on．　The　cognizance　of　this　antinomical　contradiction　in

boundary　notions　required　him　a　twofold　reflection：　on　the　one　hand，　the

delusion　of　the　barely　transcendent　has　to　be　dispelled　through　a　non－

metaphysical　exploration；　on　the　other　hand，　he　has　to　avoid　forging　a

sort　of　monistic　empiricism．　And　this　dilemma　can　only　be　resolved　in

a　theoretical　practice　of　resetting　the　boundary　of　our　notlonal　recognition

forward．　This　is　why　Adorno，　in　his　later　career，　continuously　negated

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5


